
芭

蕉

の
思
想

・
作
風

の
展
開

と

『荘
子
』

霞

野

晒

紀

行

と

そ

の

前

後

ー
1

廣

田

二

K良

,

延

宝
末
年

、
談

林
俳

譜

が

行

き

づ

ま

り

、

マ

ン
ネ

リ

ズ

ム
に

お
ち

い

っ
て

い

つ
た
時

に

、

こ

れ

を
否

定

し
、

超

克

し
よ

う

と

す

る
動

き

が

、

談
林

俳

譜

の
作
者

自

体

の
中

か
ら

、

し

か

も

、

そ

の

う
ち

で

も
急

進

的

な
者

の
間

か

ら
起

つ
て

き

た
。

芭
蕉

も

よ

く
知

ら

れ

て

ゐ

る

通

り
、

延

宝

末
年

か
ら
始

ま

つ
た
俳

譜

の
革

新

を
推

し
進

め

た
申

心
的

な
存

在

の

一
人

で

あ

つ
た
が

、

こ

の
革

新

運

動

を
推

進

す

る

の

に
、

ま
つ

自

己

の
結

社

「
蕉

門

」

を
形
成

し
、

そ

の
申

で
思

想

・
作

風

を
育

成

、
展

開

さ

せ

、
そ

れ

を
通

し
て
俳

壇

に
影

響

を
及

ぼ

し
て

ゆ

く

と

い
ふ
方

法

を
採

っ
た

の
で

あ

っ
た
。

周
知

の

ご
之

く

、
延

宝

七
年

刊

の
『
富

士
石

」

に

、
「
桃

青

万

句

に
」

と
詞

書

す

る
等

躬

の
句

が

見

え
る
か
ら
、
五

、
六
年
頃

に
は
芭
蕉

は
す

で
に
俳
譜
点
者

と
し
て
立

つ
て
ゐ
た
も

の
と
思

は
れ
る
。
延
宝
八
年
初
夏

の
、

『繋

独

吟

二

十
歌
仙
』

の
刊
行

は
、
彼
が
単

に
点
者

と

し
て
立

っ
た
ば

か
り
で
な

く
、

こ
の
頃

に
は
多

数

の
す

ぐ
れ

た
門
人

を
擁

し
て
、
蕉
門

の
基

礎

を
確
立

し
て
ゐ
た
事
実

を
示
す

も

の
で
あ
る
。
同
書

の
嵐
蘭

の
歌
仙

の
挙
句

に

桃
青

の
園

に
は

一
流

ふ
か
し

と
い
ふ
宣
言
が
見
ら
れ
る

の
は
、
門
人
自
身

の
気
焔

で
あ
る
か
ら
多

少
割
引

し
て
聞

か
な
く
て
は
な
ら
な

い
か
も

し
れ
な

い
が
、

し
か
し

芭
蕉
の
思
想

・
作
風
の
展
開
と

『
荘
子
』
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「

人

文

研

究

第
十
七
輯

芭
蕉

を
申
心
と
す

る

一
っ
の
俳
壇
的
勢
力
が
自
他

と
も

に
そ

の
存
在

を
認

め
る
ま
で

に
な

っ
て
ゐ
た
こ
と
を
明

ら

か
に
告
げ

る
も

の
と
見

一

る
こ
と
が

で
き

る
で
あ
ら
う
。

こ
の
俳
譜

の
革
新

を
め
ざ
す
結
社

の
文
学
精

神
の
思
想
的
根
拠

は

「
荘
子
』

で
あ

つ
た
。

『
独
吟

二
十
歌

32一

　
ユ

リ

仙

』
を
ひ
も

と
い
て
み
る
と
、

『
荘
子
』

を
典
拠

と
す
る
句
や
附
合

は
至

る
所

に
見
出

さ
れ
る
。

こ
れ

に

つ
い
で

『
独
吟

二
十
歌
仙

』
作

者
申

の
俊
秀
で

あ
る
其
角

の
句

を
判

し
た

『
田
舎
句
合

』
は
延
宝
八
年

八
月

に
刊
行
さ
れ
、
杉
風

の
句
を
判

し
た

「
常
盤
屋
句
合

」
は
同

八
年

九
月

に
成

る
華
桃
園

(
芭
蕉

)
の
嚴
を
載

せ
て
上
梓

さ
れ
た
が
、

こ
の
両
句
合

も
周
知

の
通
り
、
句

・
判

詞

と
も
に

「
荘
子
』

の
思

想

と
表
現

に
甚

だ
深
く
学
ん
だ
も

の
で
あ

つ
た
。
か
う

し
て
、
延
宝

の
末
年

に
お
い
て
、
芭
蕉

な
ら
び

に
そ

の

一
門

の
人

々
が

、
宋
因

一

へ

ぬ

し

派

の
寓
言
説

の
影
響

を
受
け

た
人

々
の
中

に
あ

つ
て
も
、
特

に
老
荘

的
な

こ
の
み
を
多

く
持

っ
て
ゐ
た

と
い
ふ

こ
と

は
実
証
的

に
動
か
す

　
　

　

こ

と

の
で

き
な

い
事

実

で

あ

る

。

こ

の
こ

と

は
、

芭
蕉

と

そ

の
門

下

と
が

当

時

に
あ

つ
て
特

に
自
覚

的

に

『
老

子

』

・

「
荘

子

』

と
思

想

的

交

流

を
深

く
持

た

う

と

し
て
居

っ
た

こ

と

を
示

す

も

の

で
あ

ら

う

。

し
か

し
、

「
独

吟

二
十

歌
仙

』

に

お
け

る

『
荘

子

』

と

の
関

は

り

は

ま

だ
浅

く
、
単

に
題
材

の
利

用

・
寓

意

の
倣
模

に

よ

っ
て
表

現

の
面

目

さ

を
た

の

し
ん

で

ゐ

る

に
す

ぎ

な

か

っ
た

。

す

な

は
ち

、

ま

だ

そ

こ
に

は

『
荘

子

』

摂
取

に

お
け

る
談
林

俳

譜

的
色
彩

が

濃

く
残

つ
て

ゐ
た

。
さ

う

し

た
も

の
か

ら

、

『
田
舎

』

・

『
常
盤

屋

」

の
両
句

　
ヨ

　

合

に
お

い
て

は
、

『
荘
子

』

は

文

学

精

神

を

支

へ
る

も

の

と

し

て

自
覚

的

に
読

み
な

ほ
さ

れ

て

く
る
所

に
ま

で

至

つ
て

ゐ

る

。

単

に

も

ら

し

こ
の
み
を
多
く
持

つ
て
ゐ
た
と

い
ふ
こ
と
に
と
ど
ま

る
も
の
で
は
な

く
な

っ
た
。
か
う

し
た
思
想

と
作
風

に
お
け

る

前

進

が

、

俊

秀

其

角

・
杉
風

の
み
で
な
く
、
他

の
門
人

た
ち
を
も
す

ぐ
引
き

つ
け
て
い

っ
た

こ
と
は
推
定

に
難

く
な

い
。

こ
の
や
う
な
思
想

・
作

風
の
革
新

を
推
進
す

る
に
あ
た

っ
て

『
荘
子
」

に
よ

つ
て
精
神
的
な
依
拠
を
与

へ
ら
れ

つ
つ
あ

つ
た
蕉
門
が

、
変
革

の
主
導
的

な
結

社
と

し
て
、

す

で

に
延
宝
八
年

に
は
確
立

し
て
ゐ
た

こ
と
は
注

目
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
事
実

で
あ
る
。

こ
の
事
実

の
上
に
立

つ
て
、
芭
蕉

は
江
戸
市

,

申
生

活
を
棄

て
て
深
川

の
草
庵

に
入

っ
た
の
で
あ
る
。

芭
蕉
が
延
宝
八
年

冬

に
深
川

の
草
庵

に
入

っ
た

こ
と
は
、

俳
譜
革
新

を
漢
文
学

の
伝
統

に
拠

る
こ
と
に
よ

っ
て

遂
行

し
よ
う

と
す

る
決



意

の
実
践

で
あ
っ
た
。
且

つ
ま

だ
李

・
杜

・
淵
明

の
詩
境

を
俳
譜

の
う
ち
に
活
か
す

た
め
に
、

彼
自
身

の
生
き
方

に
お

い
て
も
李

・
杜

・

淵

明

の
在
り
方

を
学
ぼ
う
と
す

る

こ
と
で
あ
っ
た
。
詩

人
は
詩
作
す

る

こ
と
に
よ
っ
て

の
み
そ
の
思
想

・
作
風

を
展
開
す

る

こ
と
が
で
き

る
。
詩
作

は
、
詩
人

の
生
き
方

そ

の
も
の
か
ら

な
さ
れ
る

こ
と
に
よ

っ
て

の
み
完
き
を
得

る
こ
と
が

で
き
る
。
李

・
杜

・
淵
明

な
ど
が
そ

の
典
型
的
な
実
例

で
あ
る
。
彼
等

と
六
朝

i
唐
代

の
凡
百

の
詩
人
と
を
、
そ

の
在
り
方
と
作
品
と
に
お

い
て
比
較
す
れ
ば

、

こ
の
こ
と
は

明
瞭

で
あ
ら
う
。
芭
蕉

は

こ
の
こ
と
に
気
づ
き
、
そ

の
発
見
を
実
践

に
移

し
た
。
自

ら

の
発
見
を
、
生
き
る

こ
と
に
お
い
て
必
ず
実
践

し

て

い
っ
た
芭
蕉

の
生
涯

の
在
り
方

が
、
彼

の
深
川
移

居
と

い
ふ
行
為

の
意
味

を
も
の
が
た
る
も
の
で
あ
る
。
と

こ
ろ
で
、
李

・
杜

・
淵
明

の
文
学
精
神

は

『
荘
子
』

の
哲
学

に
拠

る
と

こ
ろ
が
大

な
る
も
の
が

あ
っ
た
。
芭
蕉

は

こ
の
点

に
お

い
て
も
彼
等

に
学

ん
だ
。
芭
蕉
庵

に

お
い
て
、
市
中
生

活
の
利
害

を
超
越

し
て
、
詩
人

の
生
き
方

に
生
き

る

こ
と
は
、
思
想

上

の
こ
と
に
問
題
を

し
ぼ
っ
て

い

へ
ば

、
遣
遙
遊

む

の
境
地

に
悠
遊
す

る
こ
と

で
あ
っ
た
。

草
庵

を
芭
蕉
洞

と
道
観

め
か

し
た
呼
称

で
呼

ん
だ

こ
と
も

(
虚
栗
駿
・歌

仙

の
讃
)
、
そ

こ
が
遣
遙

む

む

遊

の
境
地

に
生

き
る
に
ふ
さ
は

し
い
感

じ
を
持

っ
た
場

で
あ
る
と

み
な

し
た
い
意
識
か
ら

で
あ

つ
た
ら
う
。

さ
ら

に
、
そ

の
芭
蕉

洞

の
呼

称

の
よ
っ
て
来

た
る
と

こ
ろ
を
考

へ
れ
ば
、
そ
れ

は
深

川
に
住
居
を
移

し
た
時

、
芭
蕉
を
植

ゑ

た
か
ら

で
あ

っ
た
(
芭
蕉

を
移

ス
詞
1
『
三

日
月

日
記
』
1

)
。
芭
蕉
を
李
下

が
持
参

し
た
と

い
ふ
の
は
、

『
荘
子
』

の
影
響

か
ら

と
い
ふ
ほ
ど

の

こ
と
で
は
な
く
て
単

に
禅
院

な
ど

に

あ
る
植
物

で
あ
る
か
ら
と

い
ふ
気
持

か
ら

だ
つ
た
か
、
あ
る
ひ
は
も
つ
と
簡

単

に
た
だ
異
国
風

な
植
物

で
あ

っ
た

か

ら

か

も
知

れ

な

い

が
、
と
も
か
く
も
そ
れ
に

「
山
中
不
材

の
類
木

に
た
ぐ

へ
て
そ

の
性
尊

し
」

(
芭
蕉

を
移

ス
詞
)
と

い
ふ
意
味

を
見
出

し
た
の
は
草
庵

の

主
自
身

で
あ

つ
た
。

こ
こ
で
芭
蕉

と
い
ふ
植
物

は
、
は
つ
き
り

『
荘
子
』

と
関
係
づ
け

ら
れ
て
、

「
無
用
」

の

「
大
樹

」

と
見

な
さ
れ
、

そ

の
生
育
す

る
場
は
、

「
無
何
有

之
郷

・
広
莫
之

野

」
に
た
ぐ

へ
ら

れ
る
に
至

る
。
芭
蕉

の
葉
蔭

に
超

脱

の
生
活
を

す

る

と

い

ふ

こ
と

ト

シ
チ

ト
シ
ナ

は
、

「
無
用

の
大
樹

」
を

「
無
何
有
之
郷
」

に
樹

ゑ
て

「
彷
復

乎

無

コ
為

二
其

ノ
側

」
、
逡
遙

乎

寝

二
臥

ス
其
,
下

芒

と
い
ふ
境
涯
を
自

己

の
も
の
と
し
て
ゐ
る

こ
と
で
あ

っ
た
。

深
川

の
地

は
、

い
は
ば

「
無

何
有
之
郷
」

と
し
て

の
意
味

を
担

は
さ
れ

る
に
至

っ
た
の
で
あ

つ

芭
蕉
の
思
想

・
作
風
の
展
開
と

『
荘
子
』
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人

文

研

究

第
十
七
輯

た
。

こ
れ
に

っ
い
て
は
其
角

の

『
枯
尾
花
』
が
興
味

あ
る
示
唆

を
提
示

し
て
ゐ
る
。
す

な
は
ち
同
書

に
、
天
和

二
年
末

の
大
火

に
焼
け
出

さ

れ
た
芭
蕉
が
、
翌

三
年
夏

に
甲
斐

の
国

に
流
寓

し
て
ゐ
た
が
、

「
そ
れ
よ
り
三
更
月
下
入

ン
無

我
略
と
い
ひ
け

ん
昔

の
跡

に
立
帰
り
お

は

し
け

れ
ば
、
人

々
う

れ
し
く
て
、
焼
原

の
旧
草

に
庵

を
む
す

び
云
々
」
と

し
る
し
て
あ
る

こ
と
で
あ

る
。
『
江
湖
風
月
集
』
所
収
、
『
三
山

偲
漢
広
聞
和
尚

の

「
路
不

レ
齎

レ
糧
笑
復
歌

。

三
更
月
下
入

二
無

何

こ

の
詩
句

は

『
野
晒
紀
行

」
冒
頭

の

一
文

の
注

釈

に

よ
つ
て

あ

ま

り

に
も
親

し
ま

れ
、

「無
何
有
之
郷
」

と
い
ふ
と
、
深
川
を
出
立
す

る
芭
蕉

の
心
申

に
描

い
た
旅
程

の
う
ち
に
あ

る
も

の
の
や
う

に
考

へ
ら

れ
る

こ
と
が
通
念

の
ご
と
く
に
な

っ
て

ゐ
る
。
し
か
し
、
其
角

の
文

を
何
等

の
成
心
も
な
く
読
む
場
合

に
は
、
ど
う

し
て
も
深
川

の
地

そ

の
も

の
が

「無
何
有
之
郷
」
に
な
ら
ぎ
る
を
得
な

い
。

「
楷
二
語
録

こ

と
題

せ
ら

れ
た
広
聞
和
尚

の
詩
申

に

「
路
不

・
齎

・
糧
笑
復

歌
。
三

更
月
下
入
二
無
何

こ

と
い

っ
て
ゐ
る

の
は
、
現
実

の
旅
行

に
出
立

つ
こ
と
を
意
昧
す

る
も

の
で
は
な

く
、
現
世
的

な
も

の
に
よ

っ
て
患
は

　
る

　

さ

れ
る

こ
と
な
き
人
間

の
無

心

の
心
境

に
到

ら
う
と
す

る
求
道

の
過
程

を

い
っ
て
ゐ
る

の
で
あ
り
、
(
な
ほ
詳

し
く
は
五
五
頁
参
照

)
、
『
独

吟

二
十
歌
仙
』
や

『
田
舎
』

・

『
常

盤
屋
』

の
両
句
合

の
成

つ
た
当
時
、
お
そ
ら
く

『
荘
子
』

と
と
も
に

「
江
湖
風
月
集

」
な
ど

も
読

み

親

し
ん
で
ゐ
た
で
あ
ら
う
芭
蕉

や
門
弟

た
ち

(
『
荘
子
』
と
禅

は
極

め
て
近

い
関
係

に
置

か
れ
て
ゐ
た
し
、
従

つ
て

『
江
湖
風
月
集
』

も

よ

く
読
ま

れ
た

で
あ
ら
う
。
)
は
、
広
聞

の
意
味

す

る
と

こ
ろ
を
そ

の
ま
ま
受
け

と

つ
て

ゐ
た
で
あ
ら
う
。
従

っ
て
、

こ
こ
の

「
無
何
」

の
語

も

『
荘
子
』

の

「
無
何
有
之
郷
」

に
由

る
と
同
時

に

『
大
慧
禅
師
宗

門
武
庫
』

の

「
無

心
地
」
を
意
味

し
て
ゐ
る

こ
と
も
自
明
の

こ

と
と
し
て
了
解

し
あ

っ
て
ゐ
た

の
で
あ
ら

う
。
当
時
、

『
荘
子

』
に
と
り

つ
か
れ
て
ゐ
た
芭
蕉
や
そ

の
門

下

・知
友

達

は
、

「
無
何
有
之

郷
」

な
ど

と
い
ふ
考

へ
方
や
語
句
な
ど

は
始
終

口
に
し
て

ゐ
た

こ
と

で
あ
り
、
さ
う

し
た
素
地

の
上

に
立

っ
て
、

芭
蕉

は
江
戸
市
中

か
ら

深
川

へ
居
を
移

す

に
あ
た

っ
て
も
、

こ
れ
か
ら

「
無
何
有

之
郷
」
ー

迫

遙
遊

の
境
地

に
住
す

る
に
ふ
さ
は

し
い
場
ー

「
無
心

の
地
」
1

ー

へ
引
越

す

の
だ

と
自
分

も

考

へ
て

み
た

り
、
他

に
も
言

っ
た

り

し

た

も

の
で

あ
ら

う

。

そ

の
際

、
広
聞

和

尚

の
詩
句

が
恰
好

の
辞

句

を

提

供

し

て

ゐ

る

の

で
、
他

の
者

と
談

話

を
す

る

の
に

も
、

こ
れ

を

口

に
の

ぼ

せ

た
り

し

た

こ
と

で
あ

ら

う

。
こ
の
詩
句

が

彼

の

か
う

し

た

一34一



心
境

・
境

涯

に
非
常

に
ぴ

っ
た
り

し
た
感

じ
を
も

っ
た
も

の
で
あ

つ
た
か
ら
、
後

に

『
野
晒
紀
行
』

の
交

を

草

す

る

に

あ

た

っ
て

も
、

ま
つ

「
三
更
月
下
入
二
無
何

こ

が
自
然

に
、
ま

た
不
可
避
的

に
表

現
意
識

の
う
ち

に
の
ぼ

っ
て
き
て
、

こ
れ
を
も

っ
て
冒
頭

の
文

を
草

し

始

め
る

こ
と

に
な
っ
た
の
で
あ
ら
う
。

い
ふ
ま

で
も
な
く
、
深
川

へ
移

っ
た
時

は
野
ざ

ら

し
の
旅

に
出

て

ゐ
な
か
っ
た
の
で
あ

る
し
、

従

つ
て
そ

の
紀

行
も
書

か
れ

て
ゐ
な

か

っ
た
。
広
聞
和
尚

の
詩
句

は
、

『
野
晒
紀
行
』

か
ら
さ

か
の
ぼ

っ
て
考

へ
て
ゆ

く

べ
き

で
な

く
、
順

序

と
し
て
深
川

の
草
庵

に
お
け

る
芭
蕉

の
在
り
方

か
ら
考

へ
て

ゆ
く

べ
き

で
あ
う
。

な
ほ
、
事

は
後
に
な
る
が
、
芭
蕉

が

『
笈

の
小
文
』

の
旅

に
出
立

つ
時

、
素
堂

の
饒
別

の
詩

に

リ

テ

テ

カ

レ

マ
ル

コ
ト

ニ

キ

チ

ス

テ

君

去

二
蕉

庵

一
莫

レ
止

レ

郷

故
人

多

処

即

成

レ
郷

セ

ン
ヤ

テ

ヨ
リ

風

演

露

宿

登

労

レ
意

胸
次
素
無
何
有
郷

(
句
饒
別

)

と
い
ふ

の
が
あ
る
。

こ
の
結
句

は
、
芭
蕉

の
胸
中

が

も
と

よ
り
遣
遙
遊

の
境
地

に
あ
そ
び
、
無
何
有
之
郷

を
有

し
得

て

ゐ
る
こ
と
を

い
つ

て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら

か
ら

も
う

か
が
は
れ

る
や
う

に
其
角

に
も
素
堂

に
も

「
無
何
有
之
郷
」

は
常

に
口
に
せ
ら

れ
た
語
句

で
あ

っ

た

こ
と
は

た
し
か
で
あ
ら
う
。
さ
う
し
て
、

こ
れ
だ
け
芭
蕉
や
門
人

・
知
友

の
間

で

こ
の
語
が
語
ら
れ
る

の
は
、
そ
れ
が
空
な
観
念

で
あ

っ
た
か
ら

で
な
く
、
実
際

の
生
き
方

、
生
き
る
場

に
何
ら

か
の
意
味

で
結
合

し
て

ゐ
た
か
ら

で
あ
ら
う
。
以
上

に
よ

っ
て

芭
蕉
が
延
宝
八

年
深
川

に
移

っ
た
の
は
、

思
想
上

か
ら

い

へ
ば

『
荘
子
』
的

な
生
き
方
を
ど

こ
ま

で
も
追
究

し
て

い
っ
た

の
で
あ
り
、
深
川

の
地

お
よ
び

そ

こ
に
あ

る
草
庵
は

「
栩
栩
斎
」

か
ら
さ
ら
に

一
歩
進
ん

で

「無
何
有
之
郷
」

と

し
て

の
意
味

を
担

は
さ

れ
て

い
っ
た
も

の
で
あ

る

と

が
認

め
ら

れ
る
と
思
ふ
。
そ

の
こ
と
は
、
芭
蕉

の
作
品

に
お
け

る

『
荘
子
』
と

の
か
か
は
り
方

か
ら
も
指
摘

で
き
る
と
思

ふ
。

「
栩
栩
斎

主
桃
青
」

と
自
署

し
た

『
田
舎
句
合
』

、
お
よ
び
同

じ
頃

に
成

っ
た

『
常
盤
屋
句
合
』

に
お

い
て
は
、

『
荘
子
』

は
題
材

の
利
用

・
寓
意

の
模
倣

と

い
ふ
立
場
か
ら
作
品

の
申

に
組

み
入

れ
ら

れ
た
に
す

ぎ
な

か
っ
た
。
深
川

に
移

っ
て
か
ら
間

も
な

い

「
俳
譜
次
韻
』

に
お

い
て

は
、

「
荘
子
』

は
ま
だ
右

の
両
句
合

と
ほ
と
ん
ど
変

ら
な
い
水

準
で
影
響
を
与

へ
て

ゐ
る
に
と
ど
ま

っ
て

ゐ
る
。

思
想

に
お

い
て
は
全
面

芭
蕉
の
思
想

・
作
風
の
展
開
と

『
荘
子
』
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人

文

研

究

第
十
七
輯

的

.
決
定
的

な
影
響

の
下

に
あ
り
な
が
ら
、
そ
れ
は
ま

だ
観
念
的

な
受
容

に
す

ぎ
ず

、
作
品

の
内
面

に
滲

透
す

る
ま

で
に
は
至

っ
て

ゐ
な

一

い
。
と

こ
ろ
が

、
そ
れ
に
続

く

『
虚
栗
』

に
お

い
て

は
同

じ
く
題
材

の
利
用

・
寓
意

の
模
倣

と
は

い
ひ
な
が
ら
、
た
だ

『
荘
子
」

に
す
が

36一

る
の
で
は
な
く

て
、
創
作
主
体

と
し
て
芭
蕉

の

『
荘

子
』
か
ら

の
独
立

が
達
成

さ
れ
、
そ

の
哲
学

は
芭
蕉

の
文
学
精
神

に
内
面
的

に
摂
取

同
化
さ
れ
、
作

品
は
塵
俗

を
超
脱

し
た
心
境

・
境
涯

を
表
は
す
も

の
と
な

っ
て
く
る
。

氷
苦

く
偲
鼠
が
咽
を

う
る
ほ
せ
り

は
、
芭
蕉
が
、

「
ひ
そ
か
に
自
ら

を
孤
高

に

し
て
名
利

に
拘
わ

れ
な
い
許
由

に
比

し
、

も
っ
て
己

れ
の
俳
譜

に
徹
す

る
心
操

を
表

わ
そ
う

　
ろ

　

と

し

た
も

の

に

ほ
か

な

ら

な

か

っ
た

。
」

の

で
あ

る
。

さ

う

し

て

、
そ

の

「
孤

高

に

し

て
名
利

に
拘

わ

れ

な

い
心

操
」

は
、
芭

蕉

の
人

生

　
　

し

態

度

を

示

す

も

の

と
し

て

の

「
迫

遙
遊

」

の
思

想

(林
註
に
よ
る
)
で

あ

っ
た

の
で

あ

る

。

こ

の
や

う

に

し

て
、

『
荘

子

』

の
哲

学

は

芭

蕉

'

の
文
学
精

神
・
人
生
態
度

に
内
面
的

に
融
合
同
化

し
、
作
品

に
お
け

る
寓
言
的
手
法

は
象
徴
的
表
現

に
ま

で
高

ま

つ
て

い
つ
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
到

達
す

る
た
め
に
、
深
川

の
草
庵

が
、
無
何
有

之
郷
的
な
場

と
し
て
の
意
味

を
担

は
さ
れ
、

ま

た
担

ひ

得

る

も

の
と
、
そ

の
主

か
ら
も
、
そ

こ
に
出
入
す

る
門
下
か
ら
も
見
ら

れ
、
期

待
さ
れ
て

ゐ
た

の
で
あ
る
。

そ
の
草
庵

が
芭
蕉
洞

芭
蕉
庵

と
呼
ば

れ
る
や
う

に
な
っ
た

の
も
蝿
た
だ

に

「
風
土
芭
蕉

の
心
に
や
叶

ひ
け
ん
、
数
株

の
茎

を
備

へ
、
其
葉
茂
重
り

て
庭
を
狭

め
、
萱

が
軒
端

も
か
く
る
計

也

。
」

と
い
ふ
だ
け

で
な
く
、
右

の
や
う
な
蕉
門

の
見
方

、
志
向

も
与

っ
て

ゐ
た

こ
と
で
あ
ら
う
。

『
荘
子
』

「
斎
物
論
」

の
胡
蝶

の
夢

に
依
拠

し
て
名

づ
け
た
栩
栩
斎

、
お
よ
び

「
遣

遙
遊
」

の
思
想

か
ら

「
無
何
有
之
郷
」
的
意
味

を

担

は
さ
れ

た
芭
蕉
庵

に
お
け

る
延
宝
末
年

か
ら
天
和
年
間

の
芭
蕉

の
思
想
・
作
風

の
展
開

と

『
荘
子
』

と

の
関
係

に

つ
い
て
は
、
『
虚
栗
』

　
　

　

ま

で
は
す

で
に
述

べ
た

の
で
、
次

に

『
野
晒
紀
行

』
を
申

心
と
し
て
、
そ

の
前
後

に
わ

た
る
期
間

に
お
け
る
芭
蕉
と

『
荘
子
』

と

の
か
か

は
り
方

に

つ
い
て
見
て

ゆ
き

た
い
。



、

二

 

辱

『
野
晒
紀
行
』

の
旅

に

出

る

前

の
作

品

で

、

『
荘
子

』
に
深

い
か
か
は
り

を
持

つ
も

の
と

し
て
は
、

「
歌
仙

の
讃
」

と

「
士
峯

の

　
お

　

讃
」

の
二
文
が

あ
る
。

「
歌
仙

の
讃

」
は
天
和
年
間

の
作
、

「
士
峯

の
讃
」

は
、
天

和
三
年

の
作

か
と
推
定

さ
れ
る
。
先

づ
、

「
歌
仙

の

＼

讃

」

の
方

か

ら
見

て
ゆ

く

と

、

い
よ

の
国
松

山

の
嵐

、

ば

せ
を

の
洞

の
枯

葉

を
吹

て
、
其

声

歌
仙

を
吟

ズ

。
億

、
蓼

々

弓

々
タ

ル
風

の
音

、
玉

を
鳴

し
、
金

鉄

ひ

寓

　
マ
マ
　

く

。

つ
よ
く

、
或

ハ
や

ハ
ら

か

に
吹

て
、
且

人

を

し

て
な

か

し

め
、

人

に
心

を

つ
く

。
万
籔

恕

号

、
響

替

て
、
句

毎

の

意

味

各

々

別

が
マ
こ

也

。

唯

是

、
天
籟

自
然

の
作
者

、
芭

蕉

ハ
破

れ

て
風

瓢

々
。

江

上

芭

蕉

散
人

箆
応
圃

(
桜
雲

集

)

こ
の
文

に

つ

い
て

は

、
す

で

に
頴
原

博

士

が

「
芭

蕉

と
老

荘

」

(
『
江
戸
文
芸
研
究
』
)

に
お

い

て

「
全
篇

ほ

と

ん
ど
荘

子
斎

物

論

の
語

を

と

っ
て
釘

饒

補
綴

し

た

も

の
と

い

つ
て

よ

い
。
」

と

い

っ
て
居

ら

れ

、

『
芭

蕉
文

集

』

(
朝

日
新

聞

社

、

「
日
本

古

典

全

書
」

。

頴

原

博

士

校

註

、

山

崎
喜

好

氏
増

補

。
以

下

、

こ

の
書

を
引

用

す

る
場

合

に

は

、

『
芭
蕉

文

集

』

と

呼

ぶ
こ
と

に

す

る
。
)

に

は
、

「
蓼

々
」
、

「
刃

々
」
、

「萬

籔

怒
号

」

、
「
天
籟

」

の
語

に
註

し

て

、

そ

れ
ら

が
『
荘

子
』

「斎

物

論

」

に
見

え

る

こ
と

を
指
摘

し
て

居
ら

れ

る
。

ま

た
、

野

々
村

勝
英

氏

は

「
芭

蕉

と
荘

子

と
宋
学

」

(
「
連
歌

俳

譜

研
究

」
第

十

五
号

)

に
お

い
て
、

「
黎

々

弓

々
」

、

「
万
籔

怒

号

一、

「
天
籟

」

を

と
り

あ
げ

、
郭
註

お

よ
び

林
註

を
引

い

て
、
精

緻

な
論

考

を

示

し

て
居

ら

れ

る

。
屋

上
屋

を
重

ね

る

ご
と

く

で

あ

る

が

、

こ

の
論

考

に

お

い

て

は
、

『
荘

子

』

と

の
影

響

あ

る

ひ
は

相

関

の
関

係

に

あ

る
も

の
は
す

べ
て
全

面
的

に
採

り

上
げ

て
ゆ

く
方
針

な

の
で

、
煩

を

い

と
は
ず

『
荘

子

」
と

連
関

の
あ

る
語

句

・
表

現

は

こ
と

ご

と

く
挙
げ

て

、

そ

れ
ら

が

文
中

に
持

つ
意
味

に

つ
い

て
考

察

を
進

め

て
ゆ

く

こ

と

に

す

る

。

(
な
ほ

、

こ
れ

か

ら

こ
の
論

考

に
採

り

上
げ

る
す

べ
て

の
芭
蕉

作

品

に

つ
い

て
も

同

様

の
取

扱

ひ

を
す

る

こ
と

に
す

る
。

)

芭
蕉
の
思
想
ゼ
作
風
の
展
開
と

『
荘
子
』
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人

文

研

究

第
十
七
輯

こ

の
文

は

、
頴

原
博

士

の
述

べ
て
居

ら

れ

る
や

う

に

、

『
荘

子

出

「斎

物

論

」

の

「天

籟

」

に
関

す

る
語

句

を
採

る
ば

か
り

で

な

く
、

そ

の
論

述

に
全

面

的

に
依

拠

し

て

ゐ

る

の

で
、

ま
つ

、

そ

の
部

分

を
引

い

て

お

か

う
。

子
棊

日

。
値

。
＼
…
…

女

聞

二
人
籟

一
而
未

レ
聞

二
地

籟

一
。

女
聞

二
地

籟

一而
未

・
聞

二
天

籟

一夫

。

子
游

日

。
敢

問

二
其
方

一。

子
棊

日

。
夫

大

塊
暗

気

。
其
名

為

・
風
。

是

唯
無

・
作

。
作

則
萬

籔

怒

号

。
而
独

不

・
聞

二
之

墾
蓼

一乎

。
山
林

之

畏
佳

。

大

木

百

囲
之

籔

穴

。
似

・
鼻

。
似

・
口

。
似

・
耳

。

似

ヒ
研
。
似

レ
圏

。

似

ン
臼

。
似

・
淫

。
似

レ
汚
者

。
激

者

。

請

者

。
叱

者

。
吸

者

。
叫

者

。

譲

者

。

実

者

。
咬

者

。

前

者

唱

・
干
而

随
者

唱

・
嘱

。

冷

風
則

小

和

。

瓢
風
則

大

和

。

属

風

済

。

則

衆

籔

為

・
虚

。

而

独
不

・
見

二
之

調

調

。
之

勾

弓

一乎

。

子

游
日

。
地

籟

則
衆

籔

是

已
。
人

籟

則

比
竹

是

已

。
敢

問

二
天

籟

一
。

子

棊

日

。
夫

吹

萬

不

レ
同

。
而

使

二
其

自

丁
己
也

。
威

其

自

取

。
怒

者

其

誰

邪

。

し

き

え
ん

な
ゐ
じ

じ
ん
ら
い

ち

ら
い

な
ム
じ

て
ゐ
ら
い

(
子
棊

日

わ

く

、

「
僖

よ
。

…
…

女

は
人

籟

を
聞

く

も

、

未
だ

地

籟

を
聞

か
ざ

ら
ん

。
女

は
地

籟

を
聞

く
も

、
未

だ
天

籟

を
聞

か

ざ

ら

ん

か
な

。
」

.

-

し

ゆ
う

あ
え

こ
ピ
わ
り

子
游

曰

わ

く

、

「
敢

て
其

の

方

を

問

う

。

」

と

。

し

き

そ

ヒ
い
ち

お
く
び

い

こ

た

お
こ

お
こ

よ
ろ
ず

あ
な

は

け

子
棊
曰
わ
く

「
夫

れ
、
大
塊

の
臆
気

を
名
ず

け
て
風
と
為

う
。
是
れ
唯
だ
作

る
こ
と
無

き

の
み
。
作

れ
ば
則
ち
万

の
籔

み
な
烈

し
く

な

な
ん
じ

こ

り
ゆ
う
り
ゆ
う

お
ピ

こ
だ
ち

ぎ
わ

ゆ

か
か

号

る
。
而
独
り
之

の

蓼

饗

と
し
て
遠

く
長
く
吹

く
声

を
聞

か
ざ

る
か
。
山

の
林

の

畏

め

き

佳

れ

て
、
大

い
な

る
木

の
百
囲

え
も
あ

あ
な

　ご
ミ

き
ピ

さ
ピ

ま
す

が

た

ヨ
ニ
ト

さ

か
ず

き

を
ピ

う

ず

ご

ピ

る

、
そ

の
籔

と

い
う
穴

の
、
鼻

の
似

き

も

の
、

口

の
似

き
も

の
、
耳

の
似

き

も

の
、

研

の
似

き
も

の
、

圏

の
似

き

も

の
、
臼

の
似

く

ぼ

　ノミ

く

ぼ

さ

ピ

み
ず

お

ぎ

ヤ

き

も

の
、

ふ
か

き

濫

み

の
似

き

も

の
、

ひ
ろ

き
汚

み

の
似

き

も

の

に
風

の
吹

き

あ

た

れ
ば

、
激

の
い
わ
ば

し

る
者

、
請

の
そ

ら

が

け

る

お
ピ

き
な

お
ピ

い
き

お
ピ

お
ピ

こ
え

お
ピ

く
ぐ
も

ミ
お

お
ピ

お
ピ

ふ
う

こ
え

者

、

叱

る
者

、

吸

す

う

者

、

叫

ぶ
者

、

課

あ
げ

て

な

く
者

、
実

れ

る
者

、
咬

ぼ
え

す

る
者

の
し

ぐ
、

前

な

る
者

は

子

つ
と

唱

た

て

、

一一
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'

勺

あ
ピ

お
ピ

コこ
う

こ
え

か
ろ

こ
た

は
け

こ
た

お
お

ふ
き
わ

随

な

る
者

は
嘱

っ
と

唱

た

っ
。
冷

や

か
な

る
風

は
則

ち
小

さ
く
和

え
、

瓢

し
き
風

は
則

ち
大

き

く
和

う

。
属

い
な

る

風

の
済

た
り

た

る

も

ろ
も
ろ

あ
な

こ
え

な
ん

じ

き

ぎ

ち

よ
う
ち

よ
う

こ
ず

え

ち

よ
う

ち
よ
う

あ

と
は

、

衆

の
籔

み
な

虚

な

し
。
而

独

り

之

の

調

調

と

し
て
大

き

く

ゆ

ら

ぎ
、
之

の

ヨ

弓

と

し
て
小

さ

く

そ

よ

ぐ

を

見

ざ

る

か

」
と

。

し

ゆ
う

ち

ら

い

も

ろ
も

ろ

あ

な

ほ

か

ゆ

し

よ
テ

ロ
ふ
え

ほ

む

あ

ん

子

游
曰

わ

く
、

「
地

籟

は
則

ち

衆

の
籔

の
ひ
び

き

に
是

か
已

ら
ず

、
人

籟

は
則

ち

比

竹

の

し
ら

べ
に
是

か

已
ら
ぎ

る

な
り

。
敢

て
天

籟

を
問

う
。
」

と

。

し

き

そ

お
ピ

さ
ま

お
の

し
た
が

こ
ピ
き
ピ

子
棊

曰

わ

く
、

「夫

れ
吹

た

つ
る
も

の
は

万
ざ

ま

に

し
て

同
じ

か

ら
ぎ

れ

ど
も

、
其

れ
を

し

て
み

な

己

れ

に
自

わ

し

む

。

戚

く
其

み

お
ピ

　
の

し

の
自
ず

か
ら

取

る

な
り

。
怒

た

て

し
む

る

も

の
は

、
其

れ

誰

そ
や

。
」

と

。

駒

(
斎

物

論

)

む

む

「
歌
仙

の
讃

」
の
文
申

の

「
蓼

蓼

弓

弓

タ

ル
」

は
右

に

見

た

「
斎

物

論

」

の
「
而
独

不

・
聞

二
之

蓼

蓼

一乎

」

、
「
而

独
不

レ
見

二
之
調

調

。

む

む

む

む

む

む

り

む

む

　

之

ヨ

弓

一乎

。
」

に
よ

つ
て

ゐ
る

。

「
萬
籔

怒
号

」

は

「
作
則

萬
籔

怒
号

」

に

、
「
天

籟

」
は

「
未

・
聞

二
天
籟

一夫

」、
「
敢
問

二
天

籟

一
し

に

よ

っ
て

ゐ

る
。

こ
の

や
う

に
語
句

を
蔵

接

に
引

用

し
て

ゐ
る
ば

か
り

で

な

く

、

「
或

ハ

つ
よ
く

、
或

ハ
や

は

ら

か

に
吹

て
」

と
、

「
冷

風

則
小

和

。

瓢
風

則
大

和

」

に
基

き

、

「
響

替

て
、
句

毎

の
意
味

各

々
別

也

」

と

、
子

棊

の
地

籟

の
説

明

「夫

大

塊

慮

気

…

-

之

弓

弓
乎

。
」

全

体

を
背

後

に
持

っ
て
表

現

に

よ
り
深

く
大

き

な
内

容

を
持

た

せ
よ

う

と

し
て

ゐ
る

。

「
ば

せ

を

の
洞
」

と

い

ふ

の
は
、

井

海

が

「
雪

し

サ
ビ

や

れ

て
翁

閑

け

ん
芭

蕉
洞

」

を

発
句

と

し

た
歌

仙

一
巻

を
送

つ
た

の
に
対

し
て
書

き

与

へ
た
文

で

あ

る

か

ら
、

そ

れ

以

上

の
意
味

は
な

い

も

の

と
も

い

へ
る
か

も

し
れ

な

い
が

、
少

く

と
も
井

海

と
芭
蕉

の
間

で

は

、
深

川

の
草

庵

を
老

荘
風

な
呼
び

方

を

す

る

こ
と

に

つ
い

て
共

同

の

意
志

・
感

情

を
持

っ
て

ゐ

た

こ
と

は

う
か

が
は

れ

る
で

あ

ら

う
。

ま

た

、
署

名

に

「
散

人
」

の
語

を
用

ひ

、

「
毘
嵜

」

の
印

を
用

ひ

て

ゐ

る

の

に
も

、
『
荘

子

』

や
老

荘

に

つ
な

が

る
神

仙

思

想

の
影

響

が

投
影

し
て

ゐ
る

の
を
見

る

の
で

あ

る
。

(
署

名

に

つ
い

て
は

、
ま

た

あ

と

で
ま

と

め

て
述

べ
た

い
。

六

九
頁

参

照

)
。

か

う

し

て
、

語
句

・
表

現

・
署
名

な

ど

に

つ
い
て
見

る

と
、
頴

原

博

士

の

「
全
篇

ほ

と
ん

ど
荘

子
斎
物

論

の
語

を

と

つ
て
飢
飽

補
綴

し
た
」

と
言

は

れ

る
通
り

で

あ

る
が

、

こ

の
や

う
な

部

分
的

な

語

句

・
表

現
等

の
引

用
排

列

に

芭
蕉
の
思
想

・
作
風

の
展
開
と

『
荘
子
』
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、

人

文

研

究

第
十
七
輯

よ

つ
て
成

っ
た
文
章
全

体

の
内
容
は
更

に
い
か
な
る
意
味

を
持

つ
も

の
で
あ
ら
う
か
。

こ
れ
に

つ
い
て
は
、
前

記
野

々
村
氏

の
論

文
が
精

緻
な
論
考

の
上
に
立

っ
て
、

「
つ
ま
り
芭
蕉

は
、
王
安
申

の
批
評
や
林

希
逸

の
解
説

で
有
名
な
風

の
描
写

を
最
初

に
採

つ
て
、

井
海

居
士

の
俳
譜

は
う
て
ば
鋸

々
と
響

く
ほ
ど
素
晴

し
い
も

の
だ

と
た
た
え
、
次

に
万
籟
が
絶

対
者
造
化

に
出

る
と

い
う
林
希
逸

の
思
想

に
よ
り
、

井
海
居
士
を
天

籟
自
然

の
作
者
、
す
な
わ

ち
真

の
俳
譜

の
創
造
者

で
あ
り
、
造
化

の
絶
対
世
界

に
高

く
遊

ぶ
孤
高

の
詩
人

で
あ
る
と
讃
辞

を
呈

し
た
わ
け

で
あ
る
、
林
希
逸
に
よ
れ
ば
、
造
化

の
世
界
は
ま

た

「
無
何
有
之
郷
、
広
漠
之
野
」

(
遺

遙
遊
)

で
あ
り
、
井
海
居
士
は

無
何
有

之
郷

に
遣

遙
遊
す

る
脱
俗

の
詩
人

と
な
る

の
で
あ
る
。
」
と
述

べ
て
居
ら
れ
る
卓
見

に
尽
き

る
で
あ
ら
う
。

次

に

「
士
峯
・の
讃
」

を
見

て
み
よ
う
。

　
マ

マ
　

箆

喬

は
遠

く
聞

、

蓬

莱

・
方

丈

は
仙

の
地

也

。

ま

の
あ

た

り
士

峯
地

を
抜

て
倉

天

を

さ

～

へ
、

日
月

の
為

に
雲

門

を

ひ

ら

く

か

と
。

む

か

ふ
と

こ
ろ
皆

表

に

し

て
、
美

景

千

変

ス
。
詩

人

も
句

を

つ
く

さ
ず

、
才

士

・
文
人

も

言

を

た
ち

、

画

工

も
筆

捨

て
わ

し

る

。

若

貌

姑

射

の
山

の
神
人
有

て
、
其

詩

を
能

せ
ん

や
、
其

絵

を

よ

く

せ
ん

鰍

。

雲
霧

の
暫
時

百

景

を

つ
く

し
け
り

(芭

蕉

句

選
拾

遺

)

こ

の
文

に

っ
い
て

は

、

『
芭

蕉

文
集

』

は
、

「
貌

姑

射

の
山

」

に

「
荘

子

迫
遙

遊
篇

に
見

え

、
神

仙

の

棲

む

所

と

さ
れ

た

。
」

と
注

す

る
。

し
か

し
、

た
だ

「
貌
姑

射

の
山

」

と

い

ふ
語

句

の
出

典

と

し

て
遣

遙
篇

を

あ
げ

る
だ

け

で

は

、

こ

の
文

の
意

味

す

る
と

こ
ろ

を
解

し
得

な

い
。
少

し
長

い
け

れ
ど

も

、

「
貌
姑

射

の
山

の
神
人

」

に
関

す

る
叙

述

を

『
荘

子

』

か

ら
引
用

し

て

み
よ

う

貌

姑

射
之

山

。
有

二
神

人

居

一焉

。
肌

膚
若

二
泳

雪

一
。

悼

約

若

二
処

子

一
。
不

レ
食

二
五
穀

一
。
吸

・
風
飲

・
露

。
乗

二
雲

気

一
。
御

二
飛
竜

一
。

而

遊

二
乎

四

海
之

外

一
。
其

神
凝

。
使

下
物

不

二
疵
属

一而
年

穀

熟

上
。
(
中

略

)
。
之

人

也

。
之

徳

也

。
将

下
労

コ
購

萬
物

一
以
為

上
・
一
。

世

蜥

二

乎

乱

一
。
敦

弊

弊
焉

以

二
天

下

一為

レ
事

。
之

人
也

。
物

莫

二
之
傷

一
。
大

浸

稽

・
天

而
不

・
溺

。
大

早

。
金

石

流

。

土

山

焦

而
不

レ
熱

。
是

其

塵

垢

批
糠

。
将

三
猶

陶

コ
鋳

尭

舜

一
者
也

。

は
る

こ

や

し
ん
じ
ん

孟

は
だ
え

、ミ

し
熔

聖

お
電
め
、
輔

、ミ

さ

二
く

く
ら

(
貌
か
な
る
姑
射

の
山
に
神
人

の
居

め
る
有

り
。
肌
膚
は
氷
や
雪

の
若

く
、
悼
約

か
な

る
こ
と
処
子

の
若

し
。

五
穀
く
食
わ
ず
、
風
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す

く
も
き
り

あ
ま
が

り
ゆ
う

ま
セ
が

せ
か
い

せ
い
し
ん

こ
り
あ
つ
ま

き
ず

や

を
吸

い
露

を
飲

み

、
雲

気

に
乗

り

、
飛

け

る
竜

に
御
り

、
四

海

の
外

に
遊

ぶ
。
其

の

神

の

凝

れ
ば

、
物

を
疵

っ
け
腐

ま

し

め
ず

、

ま
し

み
の

ゆ
ヒ
か

こ

こ

ま
さ

あ
き
ね

か

よ
の
ひ
ピ

年

の
穀

り

を
熟

な

ら

し
む

i
中

略

ー
之

の
人

は

、
之

の
徳

は

、
将

に
万

物

を
労

く

お

お

い
て

一
つ
に
為

さ
ん

と
す

。

世

の
彼

に
天

下

お
さ

む

あ
く

せ

く

お
さ

か

こ

な
に
も
の

を
乱
め
ん

こ
と
を
も

と
む

る
も
敦

ん
ぞ
弊
弊
焉

と
し
て
天
下

を
事
む

る
こ
と
を
為

さ
ん
や
。
之

の
人

は

物

も
之

を
傷

つ
く

る
こ
と
な

お
お
み
ず

そ
ら

ピ
さ

お
ぼ

お
お
ひ
で
ゅ

か
ね

い
し

ピ
け
な
が

つ
ち
ゃ
ま

こ
が

や
け
さ

ご

ふ
け
あ
か

く
い
か
す

し
。
大

浸
の
天

に
稽
く
と
も
溺
れ
ず
、
大
旱

に
金

や
石

の

流

れ
、
土
山

の
焦

る
る
と
も
熱

せ
ざ

る
な
り
。
是
れ
其

の
塵
垢

と
枇
糠
も

ま

さ

な

ぎ
ょ
う

し

ゆ
ん

つ
り

い
だ

て

さ

え
、
将

に
猶

お

尭

舜

を

陶
鋳

さ

ん

と
す

る

も

の
な

り

。
)

(
造

遙

遊

)

ム
ち

の

し
ぜ
ん

へ
ん
か

あ
や
つ

「
神

人

」

に

つ
い
て

は
、
ま

た

「
乗

二
天
地

之

正

一。

御

二
六
気

之

弁

一
。
以

遊

・
無

・
窮

者

。
」
(
天

地

の
正

に
乗

り

、

六
気

の
弁

を
御

り

、

き
わ

以

て
窮

ま

り
無

き

せ

か

い

に
遊

ぶ
者

)

と
「
適

遙
遊
篇

」
の
他

の
個
所

で
説

か

れ

て
あ

る
。

こ

の
よ

う
な

絶

対
者

、
貌
姑

射

の
山

の
神
人

に

し

て
は

じ

め
て

「
ま

の
あ

た
り

士

峯

地

を
抜

て

倉

天

を
さ

＼

へ
、

日

月

の
為

に
雲

門

を

ひ

ら

く

か

と
。
む

か

ふ
と

こ
ろ
皆

表

に

し

て
美

景

千

変

ス
。

詩
人

も
句

を

つ
く

さ
ず

、

才

士

・
文

人

も

言

を

た
ち

、
画

工

も
筆

捨

て

わ

し

る
」
絶

勝

を

詩

に
味

じ
絵

画

に
描

く

こ

と
が

で

き

る
だ

ら

う

か

と

い
ふ

の
で

あ

る

。
最

後

に

「
雲
霧

の
暫
時

百

景

を

つ
く

し
け
り

」

と

い

ふ
句

を
置

い

て

、
瞬
間

裡

に
変

貌

す

る
霊
峰

の
神

秘

に

し
て

崇
高

な
美

景

を
動
的

に

と
ら

へ
た
感

動

を
盛

り

あ
げ

、
文

章

に
述

べ
る

と

こ
ろ

と
対
応

せ

し

め

て

ゐ

る
。

か

う

し

て

、
芭
蕉

は

句

文

一
体

と

し
て
富

士

に
対

し

て
得

た
感

動

を
表

現

し
よ

う

と

し
て

ゐ
る

の
で

あ

つ
て

、

こ
れ
は

「
遣

遙
遊
篇

」

の
貌
姑

之

山

の
神

人
説

に

よ

っ
て

そ

の
感
動

を
定

着

し

よ

う

と

し

た

の
で

あ

る
。

単

な

る
語
句

引
用

以

上

の
思

想

的

つ
な
が

り

を
持

っ
て

ゐ

る

の

で

あ

る
。
句

の

「
雲

霧

の
」

に

も
、

あ

る

ひ
は

、
実

景

の
写

実

の

み
で

な

く

、

神
人

の

「
乗

二
雲

気

一
。
御

二
飛
竜

一」

の
感

じ
が

投
影

し
て

ゐ
る

か
も

し
れ

な

い

と
思

ふ
。
ま

た

、

「
神
人

」
も

観
念

的

な
絶

対

者

で

は
な

く
、

「
吸

レ
風

飲

・
露

。
乗

二
雲

気

一
御

二
飛
竜

一
。

」

な

ど

と
著

し

く
仙

人

的

な

す

が

た
を
持

っ
た
も

の
と

し
考

へ
ら

れ

て

ゐ

る

の
で

あ

る
。

さ

ら

に
文

中

の

「
毘
器

・
蓬

莱

・
方

丈

」

は
何

れ

も

「
仙

の
地

」

で
あ

る

と
考

へ
ら

れ

て
列

挙

さ
れ

て

ゐ
る

。

か
う

し

て

こ

の
文
章

に
は
神

仙

思

想

の
影

響

も

著

し

い

こ
と

が
見

ら
れ

る
。

神
仙

思

想

は

、

五
山

へ
10

)

に
お

い
て
老
荘

と
結
び

つ
け
て
行

は
れ
た
も

の
で
あ
る
か
ら
、

「
士
峯

の
讃

」
は
全
体

と
し
て
、
荘

子
と

そ
れ
に
結

び

つ
く
神
仙

の
思
想

芭
蕉
の
思
想

・
作
風
の
展
開
と

『
荘
子
』
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人

文

研

究

第
十
七
輯

に
よ

つ
て

書

き

上
げ

ら

れ

た
も

の

で

あ

る

と

い
っ
て

よ

い

。

.

こ

こ
に
、

『
野

ざ

ら

し
紀

行

』

の
旅

に
出

る
前

の
作

品

「
歌
仙

の
讃

」

・

「士

峯
・の
讃

」

の

二
文

の

『
荘

子

』

と

の
か

か

は

り

の
持

ち

方

を
見

て
来

た

が
、

こ

の
二
丈

に

っ
い

て

い

へ
ば

、

そ

の
や

う

な
深

い

か

か
は
り

方

が

、
全

面

的

に

『
荘

子
」

に

よ
り

か

か
り

、

言

は

ん

と
欲

す

る

と

こ
ろ

を
寓

言

的

な

語
句

・表

現

に

よ

っ
て
表

し
て

ゐ

る

の
を
見

る

。

つ
ま

り

、内

容

か
ら

も

形
式

か

ら

も

『
荘

子

』

の
決

定

的

な
影

響

の
下

に
立

っ
て

ゐ
る

こ
と

を

示

し

て

ゐ

る

。

『
荘

子

』

と
芭

蕉

と

の
思

想

的

な

か

か
は

り

は
抽

象

的

・
観

念

的

・
機

械

的

で

あ

り

、

ま

た
表

現
方

法
論

に

お
け

る
影

響

に

は

あ
ら

は
な
寓

言
的

手
法

の
模

倣

が

あ

る
点

に
談

林

的

残
津

を

見

る

の

で
あ

る

。

加

藤
鰍

邨

氏

が
、
「
雲

霧

の
」
の
句

に

っ
い
て

、
「
百

景

を

尽

く
す

、
と

い

ふ

と

こ
ろ

に
、

や

＼
言

葉

で

い

っ
て

し
ま

っ
て
、

実

体
的

な

感
動

の

あ
ら

は

れ

ふ
　

ね

を
薄

く

し

た

き
ら

ひ
は

あ

る
が

、
」

と
評

し
て

ゐ
ら

れ

る

が

、
そ

れ

は

こ

の
二
文

に

つ
い
て

も

い

へ
る

こ
と

で

あ
ら

う
。

こ
と

に

そ

の
点

は

「
歌

仙

の
讃

」

に

お

い

て
著

し

い
。

「
虚

栗
」

の

「
便

鼠

」

の
句

が
境

涯

の
句

と

し

て
す

ぐ

れ

た
高

さ

を
示

し
て

ゐ
る

の
に
対

し

て

、

こ

の

二
文

は
文
章

な

る
が
故

に
思

想

も

表

現

も

生
硬

さ

を
脱

し
き

れ

な

い
で

ゐ
る

の
で

あ
ら

う

か
。

こ

こ

に
芭
蕉

の
苦

悩

が

あ

っ
た

ら

う

と
思

は
れ

る
。
彼

は
遣

遙

遊

の
実

践

の
場

と

し
て
深

川

の
草
庵

を
設

定

し

、延

宝
末
年

か

ら
天

和

年

代

に
わ

た

っ
て

の
生

き

方

を
通

し

て
、

『
荘

子
」

を
単

な

る
観

念

と

し

て

で
な

く
、
生

き

た
思

想

と

し
て
受

け

と

め

て

い

つ
た

。

『
荘

子

』

の
思

想

は
芭

蕉

の
内

的

生

命

に

融

合

同
化

し
、
彼

の
境

涯

の
実

際

に

あ
ら

は

れ

て

い

っ
た

。
し

か

し
、
そ

れ

を
作

品

の
内

面

に
滲

透

さ

せ
て

ゆ

く

こ
と

は

、

や

は
り

容

易

で

は

な

か

っ
た

。

『
虚

栗

」

で
、

当
時

の
条

件

内

に

お

い

て
、
高

い
達
成

を

示

し

た

が

、

こ

の
事

か
ら
其

角

・
嵐

雪

を

は

じ
め

と
す

る
門

下

は

こ
れ
に
拘
束

さ
れ
が
ち

に
な
っ
た
。
遣

遙
遊
ー

ー
自
由
無
碍
な
絶
対
者
的

な
あ
り
方

ー

歩

こ
こ
に
習

慣

化

し
、

固

着

し

、
そ

の
真

の

意
味

を
失

ひ
か

け

て
来

て

ゐ
た

。

「無

何

有

之

郷

」

と

し
て
考

へ
て
来

た
芭

蕉
庵

が
も

は

や

「
無

何
有

之

郷

」

と

は

な
り

得

な

く
な

っ
て

き

た

。
門

下

た
ち

が

い

つ
ま

で

も

そ

こ

に
足

ぶ
み

し
、
ゆ

き

づ

ま
り

か
け

て

ゐ

る

『
虚

栗

』

に

は

「
沙

汰

の
か

ぎ

り

な

る

句

共

多

く

見

え
」

る

こ
と
が
気

に
な

り
出

し

て

き

た
。

彼

自
身

も

『
虚

栗

」

以
後

、
句

も

で
き

な

く

な

つ
て

き

て

ゐ

る
。
停

滞

し

た
作

風

を
打
開

し

、

一4z一



思
想

を
新
境
地

に
展
開

し
て
ゆ

く
に
は
、
さ
ら

に

「無
何
有
之
郷
」

を
探

り
求

め
て
、
芭
蕉
庵

か
ら
、
そ

し
て
そ

こ
に
出
入
し
、

た
む
ろ

し
て

ゐ
る
門
下

か
ら
脱
出

し
な
け

れ
ば
な
ら
な

い
。
そ

こ
に
、

「
三
更
月
下
入
,
無
下

亡

野

ざ

ら

し

の
旅

へ
出
ず

に
は

ゐ
ら
れ
な

い
必

然
性

が
醸
成

さ
れ
て
き
把

の
で
あ
る
。

三

「
野
ざ

ら

し
を
心
に
」
江
戸

を
出

で
立

つ
た
芭
蕉
が
、
貞
享
元
年

八
月

か
ら
翌
年
四
月
ま
で

の
旅

で

『
冬

の
日
』
五
歌
仙

を
は
じ
め
と

し
て
多

く

の
す

ぐ
れ
た
作
品

を
創
り
出

し
、
俳
壇

に
高

く
新

し
い
作
風
-
蕉

風
を
展
開

し
た
こ
と
は
事
新

し
く
い
ふ
ま
で
も
な
い
。
江
戸

ー
深
川

か
ら
解
き
放

た
れ
た
芭
蕉

は
、
新
風

の
展
開
創
造

に
全
存
在

を
か
け

る
も

の
と
し
て
、
緊
迫

し
た
、
厳
粛

な
気
持

で
旅

に
何

も

の
か
を
得

よ
う
と
し
、
何
も

の
か
を
作
り
出

さ
う
と
し
て

ゐ
た
。
そ

の
気
持
が
、
あ

の
旅
程
前
半

の
緊
張

、
高
揚

し
た
作
品

を
創
り
出

し

た
の
で
あ
つ
た
。
さ
う
し
て
、

こ
の
旅

に
期
待

し
た

こ
と
が
達
成

せ
ら
れ
、
数
多

く
の
作
品
に
そ
れ
が
あ
ら
は
れ
て
く
る
と
、

お
の
つ
か

ら
心

の
ゆ

と
り

が
出
来

て
き

て
、
拘

は
れ
ざ

る
無
碍

の
心
境

が
作
品

に
も
行
動

に
も

あ
ら
は
れ
て
来
、
そ
れ
が

の
ち

に
ま
と
め
ら
れ

る

『

野
晒
紀
行
」

に

も
如

実

に
反

映

し
て
く
る

の
で
あ
る
。

「
三
更
月
下

入
二
無
何

こ

で
は

じ
ま

る
紀
行

の
文

で
示
さ
れ
て

ゐ
る
や
う

に

無
拘
束

・
無
碍

に
し
て
、
無
所
住

の
心

の
境

を
求

め
て
出
立

っ
た
こ
の
旅

は
、
も
は
や
深
川

の
芭
蕉
庵

で
は
見
出

し
難

く
な

つ
た

無
何
有

之
郷

に
あ
そ

ぶ
心
境
を
見
出

さ
う
と
す

る
意
欲
、
す

な
は
ち
旅

に
お
い
て

「
遣

遙
遊
」

の
境
涯

に
自

己
を
置

か
う
と
す

る
衝
迫

に
発

し
た

ハ
　

　

 も

の

で

あ

っ
た

。
さ

う

し

て

「逡

遙

遊
」

の
思

想

を
行

為

と
体

験

に

よ

っ
て
自

己

の
う
ち

に
よ
り

さ

だ

か
な

形

に
形

成

さ

せ
、

新

し

い
作

風

を

そ

こ
に

展
開

し

よ
う

と
期

し

た

の

で

あ

っ
た
。

「
迫

遙
遊

」

の
追

究

が

こ

の
旅

の
申

心

テ
ー

マ

に
な

っ
て

ゐ

た

の

で

あ

る
。

と

こ
ろ

で
、

「
迫

遙

遊

の
思

想

が
荘

子

に

よ

る
も

の
で

あ

る

こ
と

は

い

う
ま

で
も

な

い
。
」

(中

略

)

「
芭

蕉

の

当

時

『
迫

遙

遊

』

の

境

地

と
は

、
宋

学

に

い
う

「
人

欲
浄

尽

、
天

理
流

行

』

の

心
境

を

さ

し
、

そ

の
具

体
的

な

現
わ

れ

が
狂

者

に

ほ

か

な
ら

な

か

つ
た

の
で

あ

る
。
」

-

芭
蕉

の
思
想

・
作
風

の
展
開
と

『
荘
子
』
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人

文

研

究

第
十
七
輯

へ
　

　

と
野

々
村

勝

英

氏

が

論

じ

て

ゐ

ら

れ

る

が

、

こ

の
旅

に

お
け

る

「
造
遙
遊
」
探
究

は
、
芭
蕉

の

「
狂
者

」
的
行
為

お
よ
び
作
品

に

お
け
る
狂
者
的

な

る
人
物

・
境

涯

・
行
動

の
造
型

と
な
っ
て
あ
ら
は
れ
て
ゐ
る
。

「
冬

の
日
』
五
歌
仙
第

一
作
品

の
発
句

、

狂
句

こ
が

ら
し
の
身

は
竹
斎

に
似

た
る
哉

ふ

ピ

は
、
「
む
か

し
狂

歌

の
才
士

、此
国

に
た
ど
り

し
事
を
不
図

お
も

ひ
出

て
申
侍

る
」

と
前
書

に
し
る
し
て
あ

る
け

れ
ど

も
、

「
不
図
お
も
ひ

出

て
」

は
芭
蕉

の
フ

ィ
ク

シ

.
ン
で
あ
ら

う
。
大
垣

に
旧
友
谷
木
因
を
訪

ね
た
芭
蕉

は
、
貞
享
元
年
十

月

の
は

じ
め
、
木
因
を
伴

つ
て
大

垣
を
発

し
、
熱

田

に
応

か

っ
た
。
木
因
は
そ

の
文
集

の

「
句
商
人
」

と
題
す
る
文

に

佗
人

ふ
た
り

あ
り
や
。

っ
か
れ
姿

に
て
狂
句
を
商
ふ
。
し
ら

ぬ
日

の

つ
く
し
に
松
浦
潟

ば
ち
に
も
あ
ら
ず

、
清

き
渚

に
玉
拾

ふ
い
せ

嶋

ぶ
し
に
も
あ
ら

で
、
紙

子
か
い
ど
り

て
道
行

う
た
ふ
。

歌
物
狂

二
人
木
が
ら

し
姿

か
な

木

因

(桜
下
文
集

)

と

し
る
し
て
ゐ
る
。

勿
論

木
因

の

「
句
商
人
」

は

『
冬

の
日
』
に
拠

っ
て
成

っ
た
も

の
か
も

し
れ
な

い
け

れ
ど

、
貞

享
元
年
初
冬
大
垣
を
出
立

っ
た

「
佗
人

む

む

ふ
た
り
」

の
間

に
は
、

「
狂
句
」

「
歌
物
狂
」

な
ど

の
語
句
が

し
ば

し
ば

口
の
端

に
の
ぼ
っ
た

こ
と
で
あ
ら
う
。

「
狂
句
」

「
歌
物

狂
」

の
竹
斎

は
、

『
冬

の
日
」
歌
仙
興
行

の
場

に
至

っ
て

「
不
図

お
も

ひ
出

で
」

た

の
で
は
な
く
て
、
芭
蕉
が

す
で

に
深
川
を
発

つ
時

に
自
己

の
旅
姿

の
上

に
見

た
イ
メ
ー
ヂ
で

あ
っ
た
に
ち
が

ひ
な

い
。
そ

れ
が
、
所
も
竹
斎

に
ゅ
か
り

の
あ
る
名
古

屋
で
興
行

し
た
歌
仙

に
う
ま
く

結
び

つ
い

た
の
で
あ

っ
た
。

こ
の

「狂
句
」

の

「
狂
」
は
、
後

の

狂

歌

の
僧

に
駕
籠

を

た

ズ
か
す

へ
幽
蘭

集
)
ー
貞
享

二
年
ー

ミ
の
虫

の
狂
詩

つ
く
れ
と
哺

な
ら
ん

(
「芭
蕉
翁
古
式
之
俳
譜
」
水
車
百

韻
)
1
貞
享
二
年
1
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■

の
附
句

に
そ

の
露

頭

を

あ
ら

は
す

「
狂

」

の
思

想

の
鉱

脈

で

あ

る
。

(

「
ミ

の
虫

」

の
附

句

に
お
け

る

「
狂

」

の
思

想

は
、

さ

ら

に

「
蓑

虫

の
音

を
聞

に
来

よ
艸

の
庵

」

の
発
句

、

さ

う

し

て

「
蓑
虫

説

駿
」

に
ま

で
持

続

展
開

し
て
ゆ

く

の
で

あ

る

が

、

こ

の
発

句

と

駿

と

に

つ

い

て

は
、

ま

た
後

に
述

べ
る

こ
と

に
す

る

。

)

こ

の
や

う

に
、

あ
ら

は

に

「狂

」

と

は

い
は

な

く

て
も

、

こ

の
旅

中

に
成

っ
た
作

品

の
大
半

は

「
狂

者
」

の
す

が

た

・
お
も

か

げ

・
心

境

を
伴

は

し

め

ら
れ

て

ゐ

る

。

発

句

で

は

、

野

ぎ

ら

し
を

こ

～
う

に
風

の

し
む

み
か

な

霧

し
ぐ

れ

ふ

じ
を

み

ぬ
日

ぞ

お

も

し
ろ
き

み
ち

の

べ
の
む

く

げ

は

馬

に

く

ハ
れ
け

り

馬

に
寝

て
残
夢

月

遠

し
茶

の
煙

い

も

あ
ら

ふ
女

さ

い

ぎ
や

う

な

ら

バ
歌

よ
ま

む

蔦

う

へ
て
た
け

四

五
本

の
あ

ら

し
か

な

綿

弓

や
琵
琶

に
な

ぐ
さ
む

竹

の
お

く

碓

う
ち

て
我

に
き

か

せ

よ
や
坊

が

妻

露

と
く
く

心

み
に
浮
世
す

～
が
ば

や

死

も
せ
ぬ
た
び
篠

の
果
よ
秋

の
暮

い
か
め
し
き
音

や
霰

の
檜
木
笠

琵
琶
行

の
夜
や
三
味
・線

の
音
霰

芭
蕉
の
思
想

・
作
風
の
展
開
と

『
荘
子
』

一45一



し

人

文

研

究

第
十
七
輯

あ
そ
び
来

ぬ
河
豚
釣

か
ね
て
七
里
迄

河
豚
釣
ら
ん
李
陵

七
里

の
浪

の
雪

市
人

よ
此
傘

う
ら

ふ
ゆ
き

の
か
さ

と
し
く
れ

ぬ
笠

き

て
草
轄
は
き
な
が
ら

か

し

の
木

の
花

に
か
ま
は

ぬ
姿

か
な

我
き

ぬ
に
ふ

し
み
の
も

＼
の
雫

せ
よ

い
ざ
共

に
穂
麦

く
ら
は
む
草
枕

連
句

で
は
、
芭
蕉
自
身

の
境
涯

・
行
為

に
関
連

あ
る
も

の
を
ま
つ
挙
げ

て

み
る
と
、

江
戸
を
立

日

芭
蕉
野
分
そ

の
句

に
草
鮭
か

へ
よ
か

し

李

下

月
と
も

ミ
ぢ
を
酒

の
乞
食

翁

(春

と
秋
)

伊
勢
山
田

に
て
芋
洗
ふ
と
い
ふ
句

を
和
す

イ
セ
山
田

宿
ま

い
ら

せ
ん
西

行
な
ら

バ
秋

の
暮

雷

枝

ば

せ
を
と

こ
た
ふ
風

の
破
笠

翁

(

同

)

や
は
り
伊
勢

で
、

華

の
咲
身

な
が
ら
草

の
翁
か
な

勝

延

秋

に
し
を

る

～
蝶

の
く
づ

を
れ

翁

(
春
と
秋

)

大
垣

で
は
、

一46一



霜
寒
き
旅
罧

に
蚊
屋
を
き
せ
申

シ

(
如
行
)

古
人

か
や
う

の
よ
る

の
木
が

ら
し

(
芭
蕉

)

(後

の
旅

)

さ
ら

に
熱

田

に
至

っ
て
、

此
海

に
草
鮭
捨
ん
笠

し
ぐ
れ

芭

蕉

む

く
も
佗
し
き
波

の
か
ら
蠣

桐

葉

(熱

田
三

歌
仙

)

翌
年

四
月
江
戸

に
帰

ら
う
と
す

る
時

や
は
り
熱

田
で
、

お
も

ひ
立
木
曽
や
四
月

の
さ
く
ら
狩

は
せ
を

京

の
杖

つ
く
岨

の
夏
麦

,
東

藤

(
幽

蘭

集
)

と

い
つ
た
作
品
が
あ
る
。

こ
れ
ら

に
よ

っ
て
も
、

「
狂
句
木
枯
」

の

「
狂
」

が
、

「
不
図

お
も
ひ
出

で
」

た
も

の
で
な

い
こ
と
が
明

ら
か

で
あ
ら
う
。
芭
蕉
は
自
身

こ
の
旅

に
お
い
て
徹
底

し
て
狂
者

の
在
り
方
を
探
究

し
た

の
で
あ
る
が
、
第
三
者

的
立
場

で
味
む
附
句

で
は
、

狂
者
的
人
間
像

は
次

の
や

う
に
描

い
て
ゐ
る
。

カ
ゲ
ボ

ゥ

(
冬

の

日

、

影
法

の
あ
か

つ
き
さ
む
く
火
を
焼

て

秋
水

一
斗
も
り

つ
く
す
夜

ぞ

う

し

の
跡
と

ぶ
ら

ふ
草

の
夕

ぐ
れ

に

小
三
太

に
盃

と
ら

せ
ひ
と

つ
う
た
ひ

う

ぐ
ひ
す
起

よ
番
燭

と
ぼ

し
て

道
す
が
ら
美
濃
で
打
け

る
碁

を
忘

る

挟
よ
り
硯
を

ひ
ら
き
山

か
げ

に

芭
蕉
の
思
想

・
作
風
の
展
開
と

『
荘
子
』

((((((

同 同 同 同 同 同

は

つ

雪
歌
仙

)))))

こ

が

ら

し,

歌

仙
))
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人

文

研

究

第
十
七
輯

襟

に
高
尾
が
片

袖
を
と
く

そ

の
望

の
日
を
我
も

お
な

じ
く

か
ぜ
吹

ぬ
秋

の
日
瓶

に
酒

な
き
日

は
な

に
咲
桜

の
徽
と
す

て
に
け

る

秋

の
こ
ろ
旅

の
御
連
歌

い
と
か
り

に

麻

か
り

と
い
ふ
歌

の
集

あ
む

元
政

の
草

の
挟
も
破

ぬ

べ
し

銀

に
蛤

か

ハ
ン
月
は
海

碁

の
工
夫

二
日
と
ち

た
る
目
を
明

て

、

富
士

の
根

と
笠
き

て
馬

に
乗

な
が

ら

紅
粉
染

の
唐
紙

に
花

の
香

を
し
ぼ
り

歌

よ
み
て
女

に
蚕

お
く
り
け
り

笠

ミ
ゆ
る
人

ハ
葎

に
と
ち

ら
れ

て

は
な
紙

に
都

の
連
歌
書

つ
け

て

恋
を

ミ
や

ぶ
る
朝
顔

の
月

笠
持

て
霞

に
立

る
痩
男

た

ハ
れ

て
君
と
酒
買

に
ゆ
く

長
者

の
輿

に
沓

を
投
込

ム

((((((((

同 同 同 同 同 同 同 同

月
と
り
落
す

歌
仙

)

)

炭

売

歌

仙
))

霜

月

歌

仙

)))

追

加

)

(
騰
讐

物
語

、
海

く

れ
て
歌
仙

)

(

同

)

(

同

)

(
熱

田
三

歌
仙

、

革
草

歌
仙

)

'榎

の

十 花
四 歌
句 仙
))))))
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朝
鮮

の
絵
書

に
奈
良

の
酒
を

く

ミ

(
春

と

秋

、

附

句
)

琵
琶
負

て
鹿
聞

に
入
篠

の
隈

(

同

)

更
級

の
里
の
砧

を
う
ち

に
ゆ
き

(

同

)

こ
れ
ら
、
旅
中

に
成

つ
た
発
句

・
連
句

と
紀
行

の
文
と
を
関
連
さ
せ

て
見

て
ゆ

く
と
、

こ
の
旅
申

に
お
け

る
芭
蕉

の
、
拘

は

れ
ざ

る

無

の
境
地
を
得

、
そ
れ

に
よ
っ
て
創
造

の
力
を
高
く
飛
翔

せ

し
め
て
ゆ

く
、
創

造
精
神

の
は
ば

た
き

の
進
展
過
程

を
見

る
こ
と
が
で
き
る
で

か
げ

あ
ら

う

。

い
は

ば
彼

は
六
月

の
息

に
九
萬

里

の
高

き

に
昇

り

、
北

冥

か
ら
南

冥

へ
'と
天

空

を
高
翔

す

る
大

鵬

と

な
り

得

た

の

で

あ

る

。

「
乗

二
天

地

之

正

一、
御

三
ハ
気

之

弁

一
、

以

遊

・
無

・
窮

者

」

の
境
地

、

「
心

に
天

遊

の
あ

る
迫

遙

遊

」

の
在

り

方

は

、
か

く

し

て
、

こ

の

し

ミ

旅

に
お
け

る
風
雅

の
他

は

一
切

を
放

て
き

し
た
狂
者

の
在
り
方

の
探

究

に
よ

っ
て
彼

の
思
想

・
生
活

・
創

造
精
神

の
内

に
と
ら

へ
ら
れ

た

ラ
イ

ト
モ
テ
イ

ロ

フ

の
で
あ
つ
た
。

こ
の
心
境

を
主
導
楽
曲

と

し
た

『
冬

の
日
』
五
歌
仙

や
熱

田
で

の
歌
仙
作
品
は
画
期
的

な
、
独
自
な
新
風

を
開
拓

し
、
俳

壇

に
深
大

な
決
定
的

な
影
響
を
与

へ
た
。

「
荘
子
』

に

お
け
る

「
迫
遙
遊
」

の
境
地
は
、

「斎
物
論
」

の
世
界
観

へ
と
論

理
的
な
必
然
性

を
も

っ
て
展
開
す

る
。

そ

の
斎
物
論

の

結
語

と

し
て
示
さ
れ
た

「
胡
蝶

の
夢
」

の
寓
話
か
ら
、
芭
蕉

は
、

こ
の
旅

中

の
作
品

に
お
い
て
、

「
狂
」

と
と
も

に
、

「
蝶

」

に

つ

い

て
も
、
特
別

に
深

い
関
心
を
示

し
て
ゐ
る
。
前

掲

の
発
句

・
脇

華

の
咲
身
な
が
ら
草

の
翁

か
な

勝

延

秋

に
し
を
る

、
蝶

の
く
づ

を
れ

.

翁

(
春

と
秋

)

は
芭
蕉
自
身

を
蝶

に
な
ぞ
ら

へ
、

『
荘
子
』

の

「
物

化
」

の
哲
学
さ

へ
も
匂
は

し
て
ゐ
る
こ
と
を
見

る
の
で
あ
る
。
ま

た
、
発
句
、

ぼ
た
ん

し

べ
ふ
か

く
わ
け
出

る
蜂

の
余
波
か

な

(
野
ざ
ら

し
紀
行
真
蹟

)

は
、
『
熱

田
三

歌
仙
』
・
『
蟹

筥
物
語
」

に
は

芭
蕉
の
思
想

・
作
風
の
展
開
と

『
荘
子
』
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人

文

研

究

第
十
七
輯

牡
丹
蘂

分

て
這
出

る
蝶

の
名

残
哉

『
夢

の
跡
」

に
は

牡
丹
蘂
深

く
這
出

る
蝶

の
別

れ
哉

と
あ
り
、
大
体

「
熱

田
三
歌
仙
』
↓

「
夢

の
跡
』
↓

『
野
ざ
ら

し
紀
行

」
と

い
ふ
経
過

で
推
敲
さ

れ
て
来

た
も

の
で
あ
ら
う
と
思

は
れ
る

の
で
あ

る
が
、

こ
こ
に
も
初

は
自
己
を
蝶

に
な
ぞ
ら

へ
よ
う
と
す

る
意
識
が
働

い

て
ゐ
た
も

の
と
見
ら

れ
る
で
あ
う
う
。

…蝶
の
飛
ば
か
り
野
中

の
日
か
げ
哉

(
笈
日
記

)

も
貞
享

二
年
春

作
で
あ
ら
う
と
推
定
さ
れ

る
。

こ
こ
に
は
、
か

く

べ
つ
に

『
荘
子
」

の
影

響
が

あ
る
と
も
見

ら
れ
な

い
が

、
と
に
か

く
、

こ
の
頃

に
芭
蕉

が

「
蝶
」

に
と
く

に
心
を

ひ
か

れ
て
ゐ
た
心
的
状
態
を
持

つ
て
ゐ
て
、
か
う

し
た
特

に
印
象
的
な
蝶

の
句
を
作

っ
た
も

の

と
考

へ
ら

れ
る
で

あ
ら

う
。
次

に
附
句

で
は
、

二

の
尼

に
近
衛

の
花

の
さ
か
り
き

く

野

蝶
は
む

ぐ
ら

に
と
ば

か
り
鼻
か
む

芭

霜

に
ま
だ
見

る
葎

の
食

杜

野
菊

ま

で
た
つ

ぬ
る
蝶

の
羽

お
れ

て

芭

美
人

の
か

た
ち
拝
む
か
げ
ろ

ふ

工

蝦
夷

の
碧
声
な
き
蝶
と
身

を
佗

て

芭

の
三
句

が
あ
る
。

こ
れ
と

『
春

と
秋

』
の
脇
、

お
よ
び

「
夢

の
跡
」

の

句

作
品
申

の
蝶

の
句
は
す

べ
て
芭
蕉

の
作

と
な

る
。

「
蝶

は
む

ぐ
ら

に
」

ば

、

蕉 山 蕉 国 蕉 水

(
冬

の
日

、

こ
が

ら

し
歌
仙

)

(

同

は

つ
雪

歌
仙

)

(
繋

筥
物
語

、
海

く
れ
て
歌
仙

)

㍗

「
蝶

の
別

れ

歌
仙

」

と

を
加

へ
る
と

、

こ

の
旅

申

に
作

ら

れ

た
連

の
附

句

に

つ
い

て
は

、
露

伴

は

「
よ

く

ノ
＼

此

句

を

味

は

へ

あ

は

れ
さ

と

を
か

し
さ

と

の
絡

み
あ

ひ

て
、
春

昼

の
老

尼

旧
夢

を

お

も

ふ
無

限

の
情

景

湧

き
出

で

＼
尽

き
ざ

る

を

お

ぼ
ゆ

。

」

と
評
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釈

し

て
ゐ

る

。
す

な

は
ち

、

こ

の

「
蝶
」

に
は

や

は
り

「
夢

」

を
余

情

と

し

て
持

た
さ

れ

て

ゐ
る

の
で

あ

る
。

「
野
菊

ま

で

た
つ

ぬ

る
蝶

の
羽

お

れ

て
」

に
は
、

「
秋

に

し
を

る

～
蝶

の
く
づ

を

れ
」

が
意

識

の
深

層

に
お

い

て
響

き

あ

ふ

も

の
を
持

つ
て

ゐ

る
で

あ

ら

う

。

「
蝦

夷

の
智

」

の

「
蝶
」

は
、

「
か

げ

ろ

ふ
」
↓

(夢

幻

)
↓

蝶

と

い
ふ
思

考

形

式

で
、

や

は
り

「夢

」

に
か

す

か

な

、
深

い

っ
な
が

り

を
持

↓

つ
も

の
と
見

ら

れ
よ

う

。
荘

周

の
蝶

の
夢

の
故

事

か

ら

、
蝶

夢

と

い
ふ

の
は
、

い

は
ば

一
つ
の
固
定

し

た
連
想

の
パ

タ

!

ン
と
も

な

っ

↑

て

ゐ

て
、

そ

れ

は
、

源
氏
物

語
寓

言

説

の
成

立

に
も
与

り

(
『
河
海

抄

」
)
、

申

世

の
連

歌

師

か

ら
貞

門

に
流

れ

て
き

て

ゐ
る

。

『
俳
譜

類

船

集

』

に
も

、

「
胡
蝶

」

の
条

に

「
夢

」

は
附

合

と

し

て
挙

げ

ら

れ
、

「
百

と

せ
は
花

に
あ

そ
び

て
す

ご

し

て
き

此
世

は

て

ふ

の
夢

に

こ
そ
有

け

る

と

は
荘
周

が

心

と
也

。
」

と
説
明

を
附

し

て

あ

る
。
ま

た
、
謡
曲

に
も

、

「
胡

蝶

と
夢

」

の
と

り

あ

は

せ

は

と
り

あ
げ

ら

れ

て
を

り

(
東
岸

居
士

・
飛
鳥

川

)
、

従

つ
て
貞

門

・
談

林

の
俳

人

は

も

ち

ろ

ん

、
当
時

の
人

々

に

と

つ
て
も

、

こ

の
パ

タ

ー

ン
は

別

に
珍

し

い

と
り

あ
は

せ
で

も

な

か

っ
た
。

し
か

し
、
別

に
珍

し

く
も

な

い

こ

と

に
何

故

に
芭

蕉

が
特

に
、

あ

ら

た

め

て

深

入

り

し

て

い

っ
た

か

。

そ

こ
に

は

、

こ

の
旅

申

に

お
け

る
彼

の
思
想

へ
の

『
荘

子

」

の
哲

学

の
滲

透

を
考

へ
な
け

れ
ば

な

ら

な

い

で

あ

ら

う

。

　
　

　

こ
の
旅
申
、
ま

た
彼

は
数
章

の
俳
文
を
も

の
し
て
ゐ
る
。
そ

の
う
ち
で
貞
享

二
年
作

か
と
推
定
さ

れ
て
ゐ
る

「
一
枝
軒
」

と
よ
ば

れ
る

文
章

は
特

に

「
荘
子
」
と

の
関
係
が
濃
厚
な
も

の
で
あ
る
。

良
医
玄
随
子

ハ
三
度
肱
を
折

て
家

を
医

し
国
を
医
す

。
其
居
を
名
付

て

一
枝
軒

と

い
ふ
。
是
彼
桂
林

の

一
枝

の
花

に
も
あ
ら
ず
、
微

　
マ
マ
　

　
マ

マ
　

笑

一
枝

の
花

に
も
寄
ら
ず

。
南

花
真
人

の
謂
所

一
巣

一
枝

の
楽

ミ
、
傷
鼠

が
腹
を
拍

て
無
何
有

の
郷

に
遊
び
、
愚
盲

の
邪

熱

を

さ

ま

し
、
僻
知
小
見

の
病
を
治

せ
ん
事
を
願

ふ
な
ら
ん
。

　
マ

マ

　

世

に
匂

ひ
梅
花

一
枝

の
み
そ
さ

ダ
い

蕉
散
人

桃
青

在
印

(夏

炉

一
路
)

文
中

の

「
南
花
真
人
」

は
、

い
ふ
ま

で
も
な
く
荘
子

で
あ
る
。

二

巣

一
枝

の
楽

ミ
、
僖
鼠
腹

を
拍

て
」

は
、

「
迫
遙
遊
篇
」

に
見
え

る

芭
蕉
の
思
想

・
作
風
の
展
開
と

『
荘
子
』
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人

文

研

究

第
十
七
輯

尭

が
天

下

を
許

由

に
譲

ら

う

と

い

っ
た

の
に
対

し

て
許

由

が

答

へ
た

こ
と
ば

に
拠

っ
て
ゐ

る
。

そ

の

こ

と
ば

は

、
す

な
は

ち

、

子

治

二
天

下

一
。
天

下
既

已

治
也

。
而

我
猶

代

・
子

。
吾

将

レ
為

・
名
乎

。
名

者

。
実

之

賓

也

。
吾

将

レ
為

肱
賓

乎

。
鵤
鵬

巣

二
於
深

林

一
。

き
み

す
で

不

レ
過

二
一
枝

一
。
便

鼠
飲

レ
河

。
不

レ
過

レ
満

レ
腹

。
帰

休
乎

君

。
予

無

レ
所

上
用

二
天

下

一
為
下
。

(
子

、
天

下

を
治

め

て
天

下
既

に
已

に
治

き
み

か
わ

ま
さ

も
ピ

じ
つ

そ
え
も
の

ネ
さ

そ
え
も
の

ま

れ
り

。

し
か

る

を
我

な

お
子

に
代

ら
ば

、
吾

れ
将

に
名

を
為

め
ん

と
す

る
か

。
名

は
実

の

賓

な
り

。
吾

れ
将

に

賓

と

な

ら
ん

と

み

そ
さ
ざ
い

し
け

は

や
し

す

も
ぐ
ち
も
ち

お
お
か
わ

み
ず
の

い
こ

す

る
か
。
鵤
鵡

は
深

れ
る
林

に
巣
く
う

も

一
枝
を
用

う
る
に
す

ぎ
ず

、
便
鼠

は

河

に
飲

む
も
腹

を
満

た
す

に
す

ぎ
ず

、
帰
り
休
わ

れ

き
み

か
れ

い
に

よ

君

、
予

は
天

下

を

ゆ
ず

ら

る
る

も
為

し
所

な

し
。

)

(
迫

遙
遊

)

な

お
、

「
造

遙

遊

」

で

は

「鵤

鶴

巣

二
於

深

林

一
。
不

・
過

二
一
枝

一
。
僖

鼠
飲

・
河

。
不

・
過

・
満

・
腹

。
」

と

な

っ
て
ゐ

る

の

に
、

二

巣

一

む

む

　

む

枝

の
楽

ミ
便
鼠
腹

を
拍

て
」

と
述

べ
て

ゐ
る

の

は
、

「
馬
蹄

」
篇

、

そ

か
く
し
よ

夫

赫
脊
氏

之

時

。

民
居

不

レ
知

レ
所

レ
為

。
行

不

レ
知

レ
所

レ
之

。
含

レ
哺

而

煕
。

鼓

レ
腹

而

遊

。

(夫

れ
赫
胃

氏

の
時

に
は

、

民

は
居

り

ゆ

ほ

お
の

し

う
ち

じ

て
為

す

と

こ
ろ

を
知

ら
ず

、
行

く

に
之

く
所

を
知

ら
ず

。
哺

を
含

み
て

煕

み
、腹

を
鼓

て
遊

ぶ
。

)

に
拠

つ
て
ゐ

る

の

で

あ

る

。

次

に
、

い
ま

さ

ら

い

ふ
ま

で

も

な

い

こ
と

で

あ

る
が

、

「
無

何
有

の
郷

に
遊

び
」

は
、

や

は

り

「趙

遙

遊

」

に
よ

っ
て
ゐ

る

。

恵

子
謂

二
荘

子

一日

。
吾

有

二
大
樹

一。

人
謂

二
之

樗

一
。
其

大

本
擁
腫

而

不

レ
中

二
縄

墨

一
。
其

小
枝

巻

而

不

・申

二
規
矩

一
。

立

二
之

塗

一
。

匠

者

不

レ
顧

。
今

子
之

言

。
大

而
無

レ
用

。
衆

所

二
同
去

一也

。
荘
子

日

。
子

独
不

レ
見

二
狸

猛

一乎

。
卑

・
身

而
伏

。
以

候

二
赦
者

一
。

東

西

跳

梁

。
不

レ
避

二
高

下

一
。
申

二
於

機

辟

一
。

死

二
於

岡

否

。
今

夫

簾

牛

。
其

大

若

二
垂

・
天

之

雲

一
。
此

能
為

・
大

突

。

而
不

・
能

・執

・
鼠

。

今

子
有

一天

樹

一
。

患

二
其
無

τ
用

。
何

不

下
樹

二
之

於
無

何

有

之

郷

。

広
莫

之

野

一
。
彷

往

乎

無

二
為
其

側

一
。
迫

遙
乎

寝
劇
臥

其

下

上
。
不

レ

け

い
し

い

天

二
斤

斧

一
。

物

無

二
害

者

一
。

無

・
所

・
可

レ
用

。

安

所

二
困

苦

一
哉

。

(
恵

子

、

荘

子

に

謂

い

て

曰

わ

く

,

「
吾

れ

に

大

い

な

る

樹

あ

り

。

あ
う
ち

い

み

き

ふ
し
く
れ
お

ポ
み
な
わ

あ
た

こ

え
だ

ま
が

く
ね

ぷ
ん
ま
わ
し

さ
し
が
ね

あ
に

み
ち

人

は
之

を
樗

と
謂
う
。
其

の
大
本

は
擁
腫

ち

て
縄
墨

に
申

ら
ず

、
そ
の
小
枝

は
巻
り
曲
り

て

規

と

矩

に
中
ら
ず

、
之
を
塗

ば
た

に

だ
い
く

ふ
り
む

き
み

も
ろ
び
ざ

ひ
ピ

す

立

て

お
く

も
匠

者

も
顧

く

も

の
な

し
、
今

子

の
言

も
大

き

く

は

あ

れ
ど

も
、
用

う

る
す

べ
無

し
。

衆

の
同

し

く
去

つ
る
所

な
り

。

」

一52一



'

と

Q

い

き
み

い
れ
ち

か
く

あ
そ

つ
け
ね
ら

お
ち
こ
ち

ピ
び
は

ひ
く

荘

子

曰

わ

く

、

「子

は
独

り

狸

獲

を
見

ざ

る
か

。
身

を
卑

め

て
伏

れ
、
以

て
敷

ぶ
者

を

候

い

、
東

西

に
跳
梁

ね

、
高

き

と

こ
ろ

も
下

か
ま

わ

な

は
ま

あ

み

こ
ろ

く
ろ
う
し

そ
ら

み

ご
ピ

き

と

こ
ろ

も
避

わ
ず

、

つ
い
に
機
群

に
中

り

、

岡

智

に
か

か
り

て
死
さ

る
。

今

、
か

の
簾
牛

は
其

の
大

い
な

る

こ
と

天

垂

つ
雲

の
若

ま
こ

ピ

ピ
ら

ド

き

み

う

れ

し
。
此

れ
能

に
大

い
な

れ
ど

も

鼠

を
執

う

る

こ

と
は
能

く

せ
ず

。
今

、
子

に
大

い
な

る
樹

あ
り

て
、
其

の
用

う

る
す

べ
無

き

を
患

う

る

だ
に
も
の
も
な

む
ら
ざ
ピ

ひ
ろ
く
は
て
し
な

の
は
ら

ピ
ら
わ
れ
な
き
こ
こ
ろ

か
た
わ

い
こ
い

こ
こ
ろ
に
ま
か

ね
そ
べ

も
何

ゆ
え
に
之
を
無
何
有

き

郷

、

広

莫
き
野

に
植

え

て
、

彷

復

乎

も
て
其

の
側

ら
に
無
為

、
迫
遙
乎

せ
て
其

の
下

に
寝
臥
ら
ざ

き
の
を
さ
か
り

き

き
ず
つ

や
く
ゼ

か
ん

こ
か

こ
ピ

る

や

。

斤

斧

に
天

ら

る

る

こ
と
も

な

く

、
物

に
害

け

ら

る

る

こ

と
も

な

し
。
用

つ

べ
き

所

な

き

も

、
安

の
困

り
苦

し
む

所

か
あ

ら

ん

や

。
」

と
。

)

(
迫
遙

遊

)

以

上

に
よ

っ
て

、

二

巣

一
枝

の
楽

ミ
、
幅

鼠

が
腹

を
拍

て
無

何

有

の
郷

に
遊

び
」
は

、
『
荘

子

」

の

「
遣

遙

遊
」

・「
馬

蹄
」

の
両
篇

の
語

い
は
ゆ
る

句

を
引

用

し
て

ゐ

る

こ
と

が
明

ら

か

に
な

っ
た

が

、

「南

花

真

人

の
謂

所

」

と
芭

蕉

が

い

ふ
の
は

、
単

に
語

句

を
引

用

し

て

ゐ
る

だ
け

の

こ
と

で
は

な

く

、

『
荘

子

」

の
思

想

そ

の
も

の

を
引

き
来

っ
て

ゐ
る

の
で

あ

る

。
さ

ら

に
詳

し

く

い

へ
ば

、

林
註

に
説

く

と

こ
ろ

に
よ

つ

て
、
駕

鵬

・
僖

鼠

を
も

ち

来

っ
て

玄
随

の
人
柄

・
境

涯

を

た

た

へ
て

ゐ

る

の
で

あ

る

。
林

註

に
お

い
て

は

、
駕

鵬

・
僖

鼠

は
許

由

の
自
喩

で

あ

り
、

こ
れ

に
よ

っ
て
許

由

の
自

足

し

た
心

位

を
言

は

う

と

し

た
も

の
で
あ

る

と
解

し
て

ゐ

る
。
彼

の
、
虚

名

に
と

ら

は

れ
ず

、

あ

く
ま

　め

　

で
も

見

己

を
喪

失

し
な

い
や

う

に

し
て

ゆ

く
精

神
が

述

べ
ら

れ

て

ゐ

る

の
だ

と
説

い
て

ゐ

る

の

で

あ

る
。

さ

う

し

た

「
自
足

」
せ

る
精

神

の
故

に
、
玄

随

は

そ

こ

に

「
楽

ミ
、
腹

を
拍

て
」

と

い

ふ
境

涯

を
持

ち
得

、

「無

何
有

の
郷

に
遊

び
」

得

て

ゐ

る
と

い

ふ

の
で

あ

る
が

、

さ
ら

に
林

註

に

よ

れ
ば

「無

何
有

の
郷

広

莫

の
野

と

い

ふ
は
造

化
自

然

至

道

の
申

に
自

ら
楽

し
む

べ
き

の
地

有

る
な

り

」

(
原

漢

文

)

と

解
釈

を
施

さ

れ
て

ゐ

る
。

こ

の
や

う

に
、
玄

随

は
外

物

に

よ

っ
て
自

己

を

喪

は
ず

、

自

足

し
て

造
化

自

然

至

道

の
中

に
自

ら
楽

し
む

べ
き

地

を
見

出

し
、
そ

こ

に
迫
遙

し

て

ゐ

る

の
で

、

そ

の
医
療

の
対

象

も

風

邪

や
腹

痛

で
は

な

く
、

「
愚
盲

(
愚
蒙

)

の
邪
熱

を

さ
ま

し
、
僻

知

小

見

の
病

を
治

せ
ん

事

を
願

ふ

な
ら

ん
」

と

い

ふ

の
で

あ

る

。

こ

の

「
愚

蒙

の
邪
熱

を

さ
ま

し
、
僻

知

小

見

の
病

を

治

せ

ん

と

す

る

芭
蕉
の
思
想

・
作
風
の
展
開
と

『
荘
子
』
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人

文

研

究

第
十
七
輯

事
」

こ
そ
は

『
荘
子
』
を

一
貫

し
て
流

れ
て
ゐ

る
精
神

で
あ
る
。

こ
と
に
、

「
迫
遙
遊
」

・

「
斎
物
論
」

・

「
養
生
主
」

な
ど

に
は
全
篇

力
を

こ
め
て
こ
の
こ
と
が
説

か
れ
て
ゐ
る
。

こ
の
文

の
結

び
が

『
荘

子
』

の
精
神
を
意
識

し
て
書

か
れ
た
も

の
で
あ
る

こ
と
は
明
ら
か

で

あ
る
。
そ

こ
で
、

「
南
花
真
人

の
謂
所
…
…
せ
ん
事

を
願

ふ
な
ら
ん

。
」
が

「
三
度
肱
を
折

て
家

を
治

し
国
を
医
す

。
其
居
を
名
付

て

一

枝
軒

と

い
ふ
」

に
対
応
す

る
充
実

し
た
意
味

を
持
ち
、

こ
の

一
文

を
完
結

し
得

る

の
で
あ
る
。

「
世

に
匂

ひ
」

の
句

が

こ
の

一
文

の
全
体

の
意
味

を
要
約

し
た
も

の
で
あ
る
こ
と
は

い
ふ
ま

で
も
な

い
で
あ
ら
う
。

か
く

の
如

く
玄
随
は

お
よ
そ
考

へ
う

る
最
大
級

の
讃
辞
を
も

っ
て
芭
蕉

に
た
た

へ
ら
れ

た
が
実
際

に
は
ど
う
で
あ

っ
た
ら
う
か
。

そ

れ

は
知

る
よ
し
も
な

い
が

、
と
も
か
く

「
盗
美

の
言
」

(
人
間
世
)
で
あ
る

こ
と
は
ま
ち
が

ひ
な

い
で
あ
ら
う
。

こ
の
溢
美

の
言

が
ど
う

し

て
出

て
き

た
か
と

い
ふ
と
、
そ

れ
は
、
芭
蕉

の
迫
遙
遊

の
境

地

に
対

す
る
志
向

の
熾
烈

さ
が
、
玄
随

の
在

り
方
を
描
か
う
と
し
て
ゐ
る
う

ち

に
お

の
つ

か
ら
反
映

し
た
も

の
で
あ
ら
う
。

い
は
ば

、
芭
蕉

の
求

め
て

ゐ
た
理
想
的
人
間
像

が
玄
随

に
托

さ
れ
た
形

に
な

っ
て
表

は

れ

て
し
ま

つ
た

の
だ
と

い

へ
よ
う
。

そ
れ
に
し
て
も
、
芭
蕉
が
玄
随
を
高

く
評
価

し
た
こ
と
は
事
実

で
あ
る
。

こ
の
最
高
級

の
評
価

の
基
準

が

、

決

定

的

に

『
荘

子

』

の
思
想

に
拠

っ
て
ゐ
る

こ
と
、
最
大
級

の
讃
辞

の
表
現
が

『
荘
子

』

の
語
句

・
表
現
方
法
-
寓
言
1

に
よ
っ

て
ゐ
る

こ
と
、
こ
れ
は

『
野
ざ

ら
し
』

の
旅

に
出

る
前

に
書

い
た

「
歌
仙

の
讃
」

と
隔

た
る
こ
と
遠

か
ら
ぎ

る
も

の
で
あ
る
。

こ
こ
に
、

散
文

に
お
け

る

『
田
舎
』
・
『
常

盤
屋
』

の
両
句
合

か
ら
進
ん
で
き
た

『
荘
子
』

の
摂
取
同
化

の
展
開

の
あ
と
が
見

ら
れ
る
。
ま

だ
、
談
林

的
残
津

を
完
全

に
払
拭

し
き
つ
て
は

ゐ
な

い
。
発
句

・
連
句

に
お
い
て
は
、
迫
遙
遊

の
境
地

を

「
狂
者
」

の
在

り
万

に
求

め
て

あ
れ
だ
け

の
と

こ
ろ
に
迫

っ
て

い
っ
た
が
、

そ
の
過
程

に
も

の
さ
れ
は
俳
文

で
は
、
観
念
的

な
も

の
を
直
接

に
散
文
的

に
扱

ふ
故

に
ま

だ
観
念

の
露

出
、
寓

言
的
手
法
が

あ
ら
は
で
あ

っ
て
、
な

ほ
昇
華

さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な

い
問
髄
点

を
残

し
て

ゐ
る
。

屯
の
問
題

を
解
決

す
る
に
は
、

ま

だ
旅

に
お
け
る
諸
体
験

、
創
作
行
為
が
必
要

で
あ

つ
た
。
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四

貞

享

二
年

四
月
末
、
十
箇
月

に
わ

た
る
旅

か
ら
帰

つ
た
芭
蕉

は
、
そ
の
年

の
う
ち
に

『
野
晒
紀
行

」
を
書

き
、
幾
回

か
の
推
敲

を
し
た

ヘ
ハ

　

も

の

の
や

う

で

あ
る

。

こ

の
紀
行

も

『
荘

子

」

と

の
か

か

は

り

が
非

常

に
深

い
も

の
が

あ

る

。
以

下

、
紀

行

の
記

述

の
順

に
従

つ
て

そ

れ

を
見

て

ゆ

く

こ

と
に
す

る

。

千

里

に
旅

立

て

、

み
ち
根

を

つ

＼
ま

ず

、
三

更

月
下

無

下

に
入

と
云
け

む

む

か

し

の
人

の
杖

に
す

が

り

で
、
貞

享

き

の

え
ね
秋

八
月

江

上

の
破

屋

を
出

る

ほ

ど
、
風

の

こ

ゑ

そ

団
ろ
寒

気

な

り

。

こ
の
冒

頭

の

一
節

は

、

ゆ

み

つ
き
か
て

た
く
わ

適
二
千
里

一者
。
三
月
聚
レ
糧
。
(
千

里

の
遠
き

に
適
く
者

は
三
月
糧

を
聚
う
。
)

(
遭
遙
遊
)

お
よ
び
前

に
引

い
た

「無
何
有
之
郷
」
、

お
よ
び

こ
れ
を
典
拠

と
し
た

『
江
湖
風
月
集
』

の
僖
漢
広
聞

和
尚

の

階

二
語
録

一

路
不

レ
齎

レ
糧
笑

復
歌

三
更
月
下
入
二
無
何

一

太

平

誰

整

閑

父
甲

王
庫
初
無

二
如

・
是
刀

一

に
よ

つ
て
筆

を

お
こ
し
て

ゐ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
冒
頭

の

一
節

の
解
釈
に

つ
い
て
、
赤
羽
学
氏
は
、
さ
き
に
も
参
考

に

さ

せ

て

頂

い

た

が
、

『
荘
子
』
と
と
も

に
禅
的
な
境
地

か
ら
見

る

べ
き

こ
と
を
力
説
し
て

ゐ
ら
れ
る
。

三
更

月
下

と
は
単

な
る
旅
中

の
状

況
で
は
な

く
て
、
月
明

の
夜

を
現
世
的
な
も

の

㌧
す

べ
て
を
投
げ
捨
て

＼
出
山
す

る
悲
壮
な
場
面

で
あ

る
。
…
…

「
無
何

」
は
諸
註

に
荘
子

の

「
無
何
有
之
郷

、
広
莫
之
野
」

の
略

と
し
て

あ
る
が
、
実

は

こ
の

「
無

心
之
地
」
を
元

と

し
て
、
荘
子

の
そ
れ
に
配

し
た

の
で
あ
ろ
う
。
荘
子

の
場
合

も
さ
う
で
あ
る
や
う
に
、

こ
れ
は
現
世
的
な
も

の
に
よ

つ
て
患
は
さ
れ
る

芭
蕉
の
思
想

・
作
風
の
展
開
と

『
荘
子
』

一55一



人

文

研

究

第
十
七
輯

こ
と
の
な
き
人
間

の
無
心

の
心
境

に
到

ら
う
と
す

る
求
道

の
過
程

で
あ
る
。

芭

蕉
は

『
野
晒
紀
行
』
に

こ
の
二
聯

だ
け
を
引
用

し
て

ゐ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
だ
け

で
も
決

し
て
平
和
な
時

の
旅

に
糧
食

の
用
意

も

せ
ず
、
夜
申

の
旅

も
安
心

し
て
出
来

る
と

い
ふ
単
純

な
心
境

よ
り
発
す

る
も

の
で
は
な

い
。

「
…
…

と
ひ
け
む
む

か
し

の
人
」

は
勿

論

こ
の
詩

の
作
者
広
聞

和
尚

で
あ
ら

う
が
、
広
聞
和
尚

の
詩

の
蔭

に
も
多

く

の
禅
僧

の
、
例

へ
ば
邉
道
者

の
や
う
な
境
涯
が
深

く
蔵

さ

れ
て
ゐ
る

の
で
あ
る
。
…
:
・芭
蕉

が
「
三
更
月
下
無

何
入
」
云

っ
て
旅
立
ち
、

遙
道
者
が

「
得

レ
到
二
無
心
地

一
、
都
被
§
無

心
趣
二
出
山

一」

と
云

っ
て
巌
寳

を
離

れ
た
境
地
は
相
通

ふ
も

の
が

あ
る
。
芭
蕉
も
結
局
何

も
有

る

こ
と
無

き
地

を
求
め
、
旅
中

に
そ
の
目
的

を
果

さ
う

と
し
て

ゐ
る
こ
と
は
窺

ひ
得

る
が
…
…
か
う
し
て

「
階
語
録
」
と

い
ふ
詩

の
題
と
内
容

と
に
よ
つ
て
、

『
野
晒
紀
行
』

の
冒
頭
文

と
対

比

さ
せ
て
見

る
と
、

「
路
不

レ
齎

レ
糧
」

と

い
ふ
発
想
が
直
接
旅

に
は
関
係

の
な

い
こ
と
が
明
ら

か
に
な

っ
た
。
そ
れ
は
太
平

の
世

に
路

根

を
持

た

ぬ
が
如
く
、
又
平
和

の
た

め
の
文
甲
は
用

の
な

い
や
う

に
、
平
安
無
為

の
人

の
心
を
示

し
て
、
『
大
慧
普
覚
禅
師
宗
門

武
庫
』

に
於
け

る
大
慧

の
す

ぐ
れ
た
力

と
、
そ

の
悟
り

の
境

地
を
述

べ
た
も

の
で
あ
る
。

広
聞

も
大
慧

の
か

＼
る
境
地

に
傾
倒

し
、

こ
の
詩

を
作

る
に
際

し
て
も
、
大
慧

の

『
宗
門
武
庫
』

の
中

に
す

っ
か
り
入

っ
て
、
無
何

有
之
郷
」
或
は

「
無

心
之

地
」

に
入

ら
ん
と
す

る
気
構

へ
を
示
し
て

ゐ
る
。
広
聞

が
か
う

い
ふ
意
味

の
詩

を
作

っ
て

ゐ
る
限

り
、
広
聞

の
心
を
心

と
し
て
旅

を

し
た
芭
蕉

の
態
度
も
全

く
別

の
見
地
か
ら
考

へ
な
ほ
さ
れ
な
け

れ
ば

な
ら
な

い
。

「
野
晒
紀
行

」

に
出
立

つ
芭
蕉

の
姿

は
悲
愴

で
あ
る
、
と

い
わ

れ
る
が

、

こ
の
悲
愴

さ
は

そ
の
文
章

や
発
句

の
表
面

的
気
分

に
よ
つ

て
醸
成

せ
ら

れ
る
の
で
は
な
く
、
深

い
ー

、

ど
う

し
て
も
旅

に
出

な
け
れ
ば

な
ら
な

く
な
つ
た
思
想
的
昇
華

を
経

た
後

の
、
解
脱

の

(
7〔

)

境
地

か
ら
来

る
も

の
で
あ
る
。

大

分
長
く

引

用

さ

せ

て

頂

い
た
が

、
こ
こ
に

『
荘
子
』
な
ら
び

に
そ
れ
と
渾
融

し
た
禅

の
思
想

を
も

っ
て
、

こ
の
冒
頭

の
文
が
書
き

お

こ
さ
れ
た
意
味

が
ら
明

か
た

さ
れ
た
と
思

ふ
。
従
来
、

『
江
湖

風
月
集
』
の
広
聞
和
尚

の
詩

は
単

に
出
典
と

し
て
示
さ
れ
る
に
す

ぎ
な

か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
赤
羽
氏

の

「
広
聞
和
尚

を
、
又
広
聞

の
作

っ
た
詩

の
意
味

を
探

ぐ
る
こ
と

に
よ
っ
で
、

芭
蕉

の
旅

へ
の
関

心
が

ど
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う

い
ふ
も

の
で

あ

っ
た

か

、
L

を
窺

は

う

と
す

る
論

究

に

よ

っ
て
、

こ

の

一
節

の
意
味

は
よ

り
深

く
把

握

さ

れ

た

の

で
あ

る

。

し
か

し
、

赤
羽

氏

の
説

か

れ

る
と

こ
ろ

は

『
荘

子

』

よ

り

も

「
禅

」

の
方

に
よ

り
比
重

が
多

く

か

か

っ
て

ゐ
る

や

う

で

あ

る
が

、

『
野

晒
紀

行

』

が

、

「
千

里

に
旅

立

て

、

み
ち

根

を
」

と
書

き
お

こ
し

て

ゐ
る

と

こ
ろ

を

見

れ
ば

、

芭
蕉

は
広
聞

の
詩

の
典

拠

た

る
『
荘

子
』
に

さ

ら

に

も
う

一
度

立

ち

帰

り

、

そ

こ
か
ら

広
聞

の
詩

も

み
ち

び

き
出

し
て
来

て

ゐ

る

の

で

あ
ら

う

。

『
野

晒
紀

行

』

の
悲
愴

さ

は
、
出

立

つ
時

の
姿

で

あ

る
ば

か

り

で
な

く
、
ず

っ
と
旅

中

に
続

い
て

、
名
古

屋

で

『
冬

の

日
」

の

達

成

を
な

し

と
げ

た
後

に
至

っ
て
、

や

う

や

く

、

い
は
ば

「
思

想
的

昇

華

を
経

た
後

の
解

脱

の
境

地

」

を

示

し

は

じ

め

る

の

で

あ

る
。

さ

う

い

ふ
境

地

を
求

め

、

こ
れ
ま

で
築

き
上
げ

た
過
去

の
す

べ
て
の
達
成

を
捨

て
去
り
、
…

ー
み
ち
根

を

つ
＼
ま
ず
1

1
自
己

の
精
神
的

・
芸
術
的

生
命

を
賭
け

て

爾

i

自
己

の
全
運

命

を

か
け

て

の
、
解
脱

の
境

地

11
迫

遙

遊

へ
の
脱
出

を
敢

行

し

た

の

で
あ

る
。

「
千

里

」

は

、

は

る

か
な

る
旅

の
空

で

あ

る

と
同
時

に
、

ま

た
到

達

し
う

る
か

ど
う

か
わ

か

ら

な

い
遠

い

「無

何

有

之

郷
」

で

あ

っ
た

の
だ

。

そ

こ
に
何

と

し

て
も
到

達

し

な
け

れ
ば

や

ま

な

い
決

意

が

あ

の
旅

に
出

た
芭

蕉

に
南

冥

め
ぎ

し

て
飛
立

つ
大
鵬

の
き

ほ

ひ

と
、
求

道
者

の
は
げ

し
く

き

び

し

い
気
暁

と

悲
愴

さ

を
与

へ
た

。

そ

の
体
験

が

紀
行

を
書

く

に
あ

た

っ
て
芭

蕉

の
身

体

に
よ

み
が

へ
り

、

あ

の
紀
行

前

半

の
緊

迫

し

た
悲

愴

な
文

体

を
作

り

出

さ

せ
た

の
で

あ

る
。
後

半

の
風
狂

の
傾

向

-

「
狂
者

」

の
す

が

た

ー

t
も
、

こ

の
基

礎

の
上

に
成

り
立

つ
の

で
あ

る
。

『
荘

子

」

と
禅

と
は

、

か

う

し

て
有

機

的

一
体

、
渾

融

不
可

分

の
も

の
と

し

て
、
紀

行

冒

頭

の

一
節

に
、

ひ

い
て
は
全

文

に
は

た
ら

き

か
け

て

ゐ
る

の
で

あ

る
。

つ
ぎ

に

何

が

し

ち

り

と
云
け

る

は
此

た
び

み
ち

の
た
す

け

と

な

り

て
萬

い
た

は

り
心

を

尽

し
侍

る

。
常

に
莫

逆

の
交

深

く

、
我

に
ま

こ
と

あ

る
哉

こ
の
人

。

の

「
莫

逆

の
交

」

は

、

『
荘

子

』

「大

宗

師

」

に
よ

る

も

の
で
あ

る
。

一
、
子

祀

。
子

輿

。
子

梨

。
子

来

。

四
人

。

相
与

語

日

。
敦

能

以

レ
無

為

レ首

。

以

レ
生
為

レ
脊

。

以

レ
死
為

レ
尻

。
敦

知

二
死

生

存

亡

之

一

し

し

し

よ

し

り

し

ら

い

ピ
も

体

一者

。
吾

与

・之

友

　

。

四
人

相

視

而
笑

。
莫

・
逆

二
於

心

一
。

遂

相

与
為

・
友

。

(
子

祀

弔
子

輿

・
子

翠

・
子

来

の
四
人

、

相

与

に
語

芭
蕉
の
思
想

・
作
風
の
展
開
と

『
荘
子
』
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人

文

研

究

第
十
七
輯

た

れ

む

こ
う

ぺ

せ
な

り

し
り

た

れ

り

て
日

わ

く

、

「
敦

か
能

く
無

を
以

て
首

と
為

し

、
生

を

以

て
脊

と
な

し
、
死

を

以

て
尻

と
な

し

、
敦

か
死

生
存

亡

の

一
体

た

る
も

の

み

き
か
ら

か

ピ
も

を
知

る

も

の
ぞ

。
吾

れ
之

と
友

た

ら

ん
。

」

と

。

四
人

相
視

て
笑

い
、

心

に
逆

う

こ

と
莫

し
。

遂

に
相

与

に
友

と
為

れ
り

。

)

(
大

宗

師

)

二
、

子

桑

戸

。

孟
子
反

。
子

琴

張

。

三
人

。
相

与
友

。

日

。
敦

能

相

三
与

於

無

二
相
与

一
。

相

　為

於
無

二
相
為

一
。
敦

能

登

・
天

遊

・
霧

。
擁

コ

し

そ
う

こ

も
う

し

は
ん

し

き
ん

ち

よ
う

挑

無

τ
極

。
相

忘

以

・
生

。
無

レ
所

二
終
窮

一。

三
人

相
視

而

笑

。

莫

レ
逆

二
於

心

一
。
遂

相
与

友

。
(
子

桑

戸

、
孟

子
反

、
子

琴

張

の
三
人

、

ミ
も

た
れ

ま
じ

ま
じ

た
れ

お
お
や
ら

相
与

に
友

た
ら
ん
と

し
て
日
わ

く
、

「
敦

か
能

く
相
与

わ

る
無

き
に
相
与
わ
り
、
相
為
す
無
き

に
相
為
す

も

の
ぞ
。
敦
か
能

く

天

に

あ
ま
が

き
り

は

か
け
め
ぐ

せ

い

き
わ
き

っ

登

け

り

、
霧

ぐ

も

の
な
か

に
遊

び

、
極

て

し
無

き

ひ
ろ

が

り

を
擁

挑

り

、
相
忘

る

＼
に
生

を
以

て

し
、

終

り
窮

く

る
所
無

き

も

の
ぞ
。
」

ピ
も

と

。

三

人

相
視

て
笑

い
、

心

に
逆

ら

う

こ
と

な

し

。

遂

に
相
与

に
友

と

な

れ

り

。

)

,

(
大

宗

師

)

「
莫
逆

の
友

」

の
語

は

、
敦

語

と

し
て

一
般

に
用

ひ
ら

れ

て
居

り

、
ま

た

『
野

ざ

ら

し
紀
行

翠
園

抄

』

に
は

、

「
唐

.
楊

寧

与

二
陽

城

一
、

為

二
莫

逆

.
友

」

と

注

し

て

ゐ
る
が

、
芭

蕉

は

や

は
り

こ

れ
ら

の
出

典

で
あ

る
と

こ
ろ

の

『
荘

子

』

の
右

の

二
説

話

に
よ

っ
た

も

の
で

あ

ら

う

。

こ

こ
に
引

用

し

た
子
祀

ら

四
人

、
子

桑

戸

ら

三

人

の
精

神

的

な
交

遊

が

い
か

に
深

い
も

の
で

あ

る

か
は

、

「
荘

子

」

に

よ

つ
て
詳

し

く
具

体
的

に
描

か

れ

て

ゐ

る

の
で

あ

る
。

「天

籟

」

に

よ

っ
て
井

海

の
歌

仙

を

、
偲

鼠

・
鵯

鶴

の
自

足

の
楽

し

み

に
よ

っ
て
玄

随

の
境

涯

を

称

揚

し
た
芭

蕉

が

、
遭

遙

遊

の
境

地

を
自

分

と
と

も

に
探

究

し

よ

う

と
す

る
同

行

千

里

の
人
柄

と
彼

と

の
精

神
的

交

遊

の
深

さ

を

い
は

う

と

す

る
に
用

ひ

た

「
莫
逆

」

の
語

は

や

は
り

意
識

的

に

『
荘

子

」

原

典

に
立

っ
て

い
っ
た

も

の

と
見

な

け

れ
ば

な

ら

な

い
で
あ

ら

う

。

ふ

じ
が

ハ

の
ほ

と
り

を
ゆ

く

に
、
三

ば

か

り
な

る

ち

こ

の
か

な

し
げ

に
泣

有

。

此

川

の
は

や
瀬

に

か
け

て
、

う

き
世

の
波

を

ふ
せ

ぐ

に
た

え
ず

、
露

ば

か
り

の
命

待
ま

と
捨

置

け

む
小

萩

が

本

の
秋

の
風

、

こ
よ

ひ
や

ち

ら

む

、

あ

す

や

し

ほ
れ

む

と

、
被

よ
り

喰
物

な

げ

て

と
を

る

に
、

猿

を
聴

人

す

て
子

に
秋

の
風

い
か

に

一一58一



い
か

に
そ

や
、

汝
ち

＼
に

＼
く

ま

れ

た

る

か
、

は

～
に
う

と

ま

れ

た

る

か

。
ち

㌧
は
汝

を

に

く
む

に
あ

ら

じ
、
は

、
は

汝

を

う

と
む

に

あ
ら

じ
。

た

ビ
こ
れ
天

に

し

て
、
汝

が

性

の

つ
た
な

き

を
な

け

。

こ
の

と

こ
ろ
は

、
支
考

が
す

で

に

「
父

母

ノ
憎

愛

ハ
荘

子

ガ
天

性

ヲ
云

ヘ
ル
例

」

と
指

摘

し

て

ゐ
る

(
本
朝

文

鑑

㌧
。

き
び

し

い
現

実

の

へ

も

た

め
富

士

川

の

ほ

と
り

に
捨

て
ら

れ

た
子

供

の
運

命

に
対

し

て

、

「
た

団
こ
れ
天

に

し

て
」

と

い
ふ

の
が

、

芭
蕉

の

こ
の
時

は

た

と

ゆ
き

あ

た

っ
た
荘

子

的

な

も

の

の
見

方

、
考

へ
方

で
あ

っ
た

。
「
天

」

、
「
命

」

の
思

想

は
、

い

へ
ば

「
荘

子

』

全

体

を
貫

き

と

ほ

つ
て

ゐ

る

も

の
で

あ

る
が

、

こ
の
と

こ
ろ

の
直

接

の
拠

り

ど

こ
ろ

と
な

つ
て

ゐ
る

の

は
、

「
大
宗

師

篇

」

に
収

め
ら

和

て

ゐ
る
最

後

の
説

話

で

あ

る

。

子

輿

与

二
子

桑

一友

。

而

森

雨

十

日

。
子

輿

日

。
子

桑

殆
病

　

。
裏

・
飯

而

往

食

・
之

。

至

二
子

桑

之
門

一
。

則

若

・
歌
若

レ
突

。

鼓

レ琴

日

。
父

邪

。
母

邪

。
天

乎

。
人
乎

。
有

下
不

レ
任

二
其

声

一
而

趨

挙
中
其

詩

上
焉

。
子

輿

入
日

。
子
之

歌

・
詩

。

何

故

若

・
是

。

日

。

吾

思

下

夫
使

三
我

至

二
此
極

一者

上
而
弗

・
得
也

。
父

母

量

欲

二
吾

貧

一哉

。
天

無

二
私

覆

一。

地

無

二
私

載

一。
天

地

量
私

貧

・
我

哉

。
求

二
其

為

レ
之

者

一

し

よ

し

そ
う

む

が
あ

め

ピ

う
か

し

よ

し

そ
う

而
不

レ
得
也

。
然
而

至

二
此
極

一者

。
命

也

夫

。

(
子

輿

、
子

桑

と

友

た
り

。
而

し
て

罧
雨

ふ

る

こ
と

+
日

。

子

輿

日

わ

く

、

「
子

桑

は

き
き

や

っ
つ

ゆ

く

ら

し

そ
う

ご
ピ

な

き
ぎ

殆

に
病

み

し
な

ら
ん

。

」

と

。
飯

を
裏

み

て
往

い

て
之

に
食

わ

し

め

ん

と
す

。
子

桑

の
門

に
至

れ
ば

則

ち

歌

う

が
若

く
突

く
が
若

し
。

こ
ピ

ひ

た

す
み
や

ヲ
た

し

ニ

琴

を

鼓

き

て
曰

わ

く
、

「
父

か
母

か
、
天

か
人

か
」

と
。
其

の
声

に
任

え
ず

し

て
趨

か

に
其

の
詩

を
挙

う

こ
と
有

り

。
子
輿

入
り

て
日

き
み

か

か

く
る

わ

く

、

「
子

の
詩

を
歌

う

ご
と
何

の
故

に
是

く

の
若

き

ゃ
」

と
。

日

わ

く

、

「吾

れ
夫

の
我

を

し

て
此

の
極

し

み

に
至

ら

し

め

し
者

を

あ

か
に
よ

お
お

か
た
よ

の

思

え

ど

も
得
ぎ

る
な

り

。
父

母

は
宣

に
吾

れ

の
貧

し
き

を

欲

せ
ん

や

。
天

は
私

り

て
覆

う

こ
と
無

く
、
地

は
私

り

て
載

す

る

こ
と

な

け

あ

か

に
ょ

く

る

れ
ば

、
天
地
は
量
に
私

り

て
我

を
貧

し
か
ら

し
め
ん

や
。
其

の
之

を
為
す
者
を
求

め
て
得
ざ

る
な
り
。
然
り
而
う

し
て
此
の
極

し
み
に

め
い

あ
あ

至

る
者

は
命

な
り

。
夫

。

」

と

。

(
大
宗

師

)

『
荘

子

』

に

「
命

」

と
す

る

と

こ
ろ

を
、

「
天

」

と

し
だ

と

こ
ろ

に
違

ひ

は

あ

る
が

、

現
実

に

お
け

る
苦

の
極
限

を
見

、

そ

れ

は
父

母

の

欲

す

る
と

こ
ろ

、
思

ふ
と

こ
ろ
で

は
な

く
、
然

り

而

う

し

て
此

の
極

に
至

る

も

の
は
天

で

あ
り

・
命

で
あ

る

と
見

る

の
は
、
思

考

形

式

お

芭
蕉
の
思
想

・
作
風

の
展
開
と

『
荘
子
』

一59一
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文

研

究

第
十
七
輯

"

よ
び

思

想

の
性
格

に
お

い

て
同

一
の
も

の
を

『
荘

子

』

・
芭
蕉

の
二
者

が

持

て

る

こ
と

を

示
す

も

の
で

あ

る

。

た

だ

に
、
父

母

と

か
天

と

か

の
語

を
引

用

し

て

ゐ
る

の
に

と
ど

ま

る
も

の
で

は
な

い
。

こ

の
説

話

に
出

て

く

る

二
人

の
人

物

の

う
ち

子
輿

は

先

に
掲
げ

た
莫

逆

の
交

り

の
第

一
の
説

話

の
四

人

の
う

ち

の

一
人

で

あ
り

、
子

桑

は

お
そ

ら

く
第

二

の
説

話

の
三

人

の
う
ち

の

一
人

、
子

桑

戸

と
同

じ
人
物

で

あ

ら

う

と
思

は

れ

る
。
す

な
は

ち

、
千

里

の

こ
と

に
言
及

し

て
か

ら
、

こ

こ
に
至

る
ま

で
、
芭

蕉

は
専

ら

「
大
宗

師
し

の
思

想

に
よ

つ
て
文

を
進

め

て

ゐ

る

の

で
あ

る
。
貧

苦

の
極
限

か

ら

く

る
状

況

・
生
命

の
危
機

、

さ
う

い

っ
た
限

界
状

況

は

、

「
野
ざ

ら

し

を

心

に
」

出
立

っ

た
芭

蕉

に

も
な

か

っ
た

。
彼

に
は
ま

だ

風
狂

を
追

究

す

る
余
裕

が

あ

っ
た

の
だ

。
貧

苦

に
佗

び

る

と

い

っ
て
も

、

文
芸

に
専

念

す

る
悠

遊

へ
　

ね

の
世

界

を
持

っ
て

ゐ
た

の
だ

。

そ

れ
が

、

「
此

川

の
は
や
瀬

に
か
け

て
う

き
世

の
波

を

ふ

せ

ぐ

に

た

え
ず

、
露

ば

か
り

の
命

待

ま

と
捨

置

け

む

小
萩

が

本

の
秋

の
風
、

こ
よ

ひ

や
ち

ら

む

、

あ
す

や

し

ほ

憩
む
」

と

い

ふ
捨

子

の
現
実

に
颪

面

し

た

の
だ

っ
た
。

彼

に
は

そ

の
捨

子

に

「
襖

よ
り

喰
物

な
げ

て

と
を

る
」
ほ

か
何

も

し
て

や

れ
な

か

っ
た
。
何

も

し

て
や

れ

な

い
.
彼

の
力

の
限

界

を
超

え

た

も

の
に

つ
き

あ

た

つ
て

、
「
天

な

り

」
と

い
ふ
思

想

が
彼

自

身

の
も

の

と

し

て
彼

に

も

の
に
眼

を
開

か

し
め

た

。
人

あ

つ
て

こ

の
際

に

お
け

る
芭

蕉

の
冷

酷

さ

を

い

ひ
、

な
ぜ

せ

め

て
次

の
宿

場

ま

で

こ
の
捨

子

を
連

れ

て

い

っ
て
や

れ

な

か

っ
た

か

と
責

め

る
。

し

か

し
、

こ

の
子

一
人

で

は
な

い
。

捨

子

、
堕

胎

、
間

引

き

、

な

ど

と

い
ふ

こ
と
は

、
元

禄

社

会

に
あ

っ
て
は

、
個

人

の
力

の
限

界

の
外

に
あ

る
社

会

悪

の
問
題

で
あ

っ
て
、

こ
の
捨
子

を
次

の
宿
場

ま

で
連

れ

て

い
っ
て
も
収

容

し

て

く

れ

る
施

設

も
人

問

も

な

か

つ
た

の
だ

。

そ

れ
だ

か
ら

こ
そ
、

こ

こ

に
、
人

間

の
貧

富

・
窮

達

・
寿

天

が

い
つ

れ

も

皆

「
天

・
命

」
で
あ

る

こ
と
を
芭

蕉

は

全
身

的

な
感

動

と
悲
蓼

と
を

以

っ
て
受

け

と

つ
た

の
だ

。

さ
う

し
て

、

こ
の
天
命

を
天

命

と

し
て
受

け
容

れ

て

ゆ

く

と

こ
ろ

に

、
彼

の
め
ざ

す

迫
遙

遊

の
境

涯
が

見

出

せ

る

の
だ

、

と

い

ふ

こ
と
が

こ

こ

で
見

え

た

の
に
違

ひ
な

い
。
紀

行

の
文

も

、
ま

た
旅

申

の
作

品

も

、

こ
の
あ

と

か
ら

、

迫
遙

遊

の
境

涯

の
色

調

を
濃

厚

に

し
て
ゆ

く

。

「

猿

を
聴

人

す

て
子

に
秋

の
風

い
か

に
」

に
は

、
こ
れ

ほ

ど

に
深

酷

な
体
験

と
激

烈

な
感
動

を
何

と

か

し

て
ま

と

め
よ

う

と

し
て

、漢

詩

と
和

歌

の
伝

統

の
す

べ
て

の
力

を
動

員

し

て
、
対

象

と
格

闘

し
た
苦

し
み

の
あ

と
が

歴
歴

と

し
て

ゐ
る

。
か

う

し
な
け

煎
ば

、

ほ

か

に
何

と

も

一60一



●

し
や

う

も

な

か

っ
π

の
だ

。

こ

の
無

理

な
表

現

の
ま

と
め
方

、
破

調

の

一
歩
手

前

で
辛

う

じ

て

ふ

み

と
ど

ま

っ
て

ゐ

る
力

ん
だ
姿

勢

、

到

底

た
だ

の
美

文

調

の
表

現

と
同

一
視

で

き

る

も

の
で

は

な

い
。

『
荘

子

」

は

こ
の
や

う

な
形

で
芭
蕉

の
肉

体

化

し

て

い

つ
た

の

で
あ

る

。

つ
ぎ

に
、

ふ

た

か

み
山
当
麻

寺

に
詣

て
庭

上

の
松

を

み
る

に
、

ま

こ
と

に
千

と

せ
も

へ
た

る

な
ら

む

、
大

イ
サ
牛

を

か
く
す

と

も

云

べ
け

む

。

彼

非

情

と

い

へ
共

、
仏

縁

に

ひ
か

れ

て
、

斧

斥

の
罪

を

ま

ぬ
が

れ
た

る

ぞ
幸

に

し
て

た

ふ
と

し
。

の
う

ち

の

「
大

イ
サ
牛

を

か

く
す

、
」

お

よ
び

「
斧

斥
」

は

「
人

間
世

」

を
典

拠

と
す

る
。

匠

石
之

レ斉

。
至

二
乎

曲
韓

一
。
見

二
櫟

社

樹

一。

其
大

蔽

・
牛

。

黎

・
之

百
囲

。
其

高
臨

レ
山

。
十

似

而
後

有

レ
枝

。
其

可

二
以
為

レ
舟

者

労

し
よ
う
せ
き

せ
い

ゆ

さ
よ
く
え
ム

れ
き
し
や

お
お

は
か

か
か

十

数

。

(
匠

石

、
斉

に
之

く

。
曲
韓

に
至

り

て
櫟

社

の
樹

を
見

た

り

。
其

の
大

い
さ
牛

を
蔽

い
、
之

を
黎

る

に
百

囲

え

あ
り

、

其

の
高

み

じ
ん

の
ち

つ
く

か
た
わ

き

こ
と
山

を
臨

お

ろ

し
、

十
似

に

し

て
後

枝

あ
り

。
其

の
以

て
舟

を
為

る

べ
き

も

の
、

労

ら

に
十

数

あ

り

。

)

(
人

間

世

)

宋
有

二
荊

氏

者

一
。
宜

二
鍬

柏

桑

一
。

其

撲

把

而

上

者

。
求

二
狙

猴
之

枚

一者

斬

レ
之

。
三

囲

四

囲

。
求

二
高

名
之

麗

一者

斬

レ
之

。

七
囲

八

ノ

そ
う

け

い
し

ピ

こ
ろ

囲

。
貴

人

富

商
之
家

求

二
禅
傍

一者

斬

し
之

。
故

未

レ
終

二
其

天
年

一
。

而

中

道
之

天

二
於

斧
斤

一
。
此

材
之

患
也

。

(
宋

に
荊

氏

と

い
う
者

あ

ひ
さ
ぎ

は
く

く
わ

よ
う

ふ
た
に
ゼ

ひ
ピ
に
ぎ

い
じ
よ
う

さ

る

ピ
き
り
げ

ム

か
か

よ

か
か

り

。
鰍

・
柏

・
桑

に
宜

し
。
其

の

撲

り

も

し
く

は

把

り

而

上

の
も

の

は
、

狙

猴

の

検

を
求

む

る
者
之

を
斬

り

、
三

囲

え
四

囲

え

い
え

む
な
ぎ

か
か

か
か

ひ
つ
ぎ

よ
こ
い
お

の
も
の
は
、
高
き
名

の
麗

を
求
む

る
者
之

を
斬
り

、
七
囲

え
八
囲
え

の
も

の
は
、
貴
人
富

商

の
家

の
禅

の

傍

を

求

む

る

者

之

を

斬

な

か

ロご
ろ

お
の

ま
さ
か

り

き

つ

か

う

れ

る
。
故

に
未
だ
其

の
天
年

を
終

え
ず

し
て
中

道

に
斧
と

斤

に
天
ら

る
。
此
れ
材

い
み
ち
あ

る
も

の
の
患

い
な
り

。

(
人
間
世

)

お
の

な

ほ

「
斧
斤

」
は
、
造

遙

遊
篇

の
樗

の
説
話

の

申

で
、

「
不

レ
天

二
斤

斧

一
。
物

無

二
害

者

一
。

無

レ
所

レ
可

レ
用

。
安

所

二
困

苦

一哉

。
」

(
斤

ま

さ
か
り

き

き
ず

つ

や
く
だ

あ
ん

こ

ま

こ
ピ

斧

に
天

ら

る
る

こ
と

も

な

く
、

物

に
害

け

ら

る

る

こ

と
も

な

し

。
用

つ

べ
き
所

な

き
も

、
安

の
困
り

苦

し
む

所

か
あ

ら

ん

や

。
)
と

も

関

係

が

あ

る

で

あ
ら

う

。

(
五

二
頁

参

照

)
。
「
大

イ
サ
牛

を

か
く

す

」
も

、

「
斧
斤

の
罪

を

ま

ぬ
が

れ

た
る
」

も

、
右

に
引

い
た

「
荘

子

」

の
文

章

と
思
想

と
を
背

景

と
す

る

こ
と

に

よ

っ
て
、

そ

の
荘

重

な
感

じ

を
持

っ

た
巨
大

な

老

松

の

イ

メ
ー

ヂ
を

あ
り

あ

り

と
浮

か

び

芭
蕉

の
思
想

・
作
風
の
展
開
と

『
荘
子
』
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人

文

研

究

第
十
七
輯

上
ら

せ
、

よ

く
も

こ
れ
ま

で
大

き

く

な
り

、

生

き
な

が

ら

え

た
も

の
だ

と

い

ふ
感

懐

に
具
体

的

な
裏

付

け

を
持

た

せ

る

こ

と

が

で

き

、

「幸

に
し

て

た
ふ

と

し
」

が

と

つ
て

つ
け

た
や

う

な

空

疎
無

内

容

な

文

言

で

な

く

、
真

に
内

面
的

必
然

性

を
も

っ
て

こ

の

一
節

を
結

ん

で

ゐ
る

も

の
で

あ

る

こ
と

を
見

出

さ

せ
る

の
で

あ
る

。

以

上

、
記

述

の
順

に
従

っ
て

『
野

晒
紀

行

」

に

お
け

る
芭

蕉

と

『
荘

子

』

と

の
か

か

は
り

を
見

て
来

た
が

、

『
笈

の
小

文

』

・

『
奥

の

細

道

』

に

お

い

て
も

さ

う

で

あ

る
や

う

に
、
冒

頭

の

一
章

に
芭
蕉

の
思

想
的

文
学

的

な
立

場

が

あ

き

ら

か

に

の

べ
ら

れ

て
居

り

、
こ

の
紀

行

に
お

い

て
は

『
笈

の
小
文

」

と
同

じ
く

、

こ
と

に

『
荘

子

』

(
お

よ

び
禅

)

と
内

面

的

に
深

く

か

か

は

っ
て
ゐ

る

こ
と

を
見

た
。

(
禅

と

の
関
係

、

こ
れ

は

こ

こ
に

と
り

あ
げ

て
ゐ

る
問

題

で

は

な

い

の
で

、
論

じ
な

い

こ
と

に
す

る

。

)

こ

こ
に
至

っ
て
は

、

『
荘

子

」

の
哲

学

は
芭
蕉

の
外

に

あ

る
も

の
で

は
な

く

て
、
内

面

的

に

一
体
化

し
、
彼

の
文
学

精

神

の
基

盤

と
な

り

、

ま

た
そ

の
思

想

を
性

格
づ

け

る
も

の

と
な

つ
て

ゐ

る
。

表

現

も

そ

れ

に
対
応

し

て

『
荘

子

」

の
表
現

・
語

句

が

、
芭

蕉

自
身

の
表

現

に
同

化

さ

れ

、
全

文

の
有

機
的

一
体

の

う

ち

に
と
り

入
れ

ら

れ
、

『
荘

子

」

の
表

現

や
語

句

に
全

面

的

に
も

た
れ

か

か

つ
た
り

す

る

や

う

な

こ
と

は
な

く

な

っ
て
ゐ

る
。

観
念

の

露

出

が

あ
ら

は

で
、

『
荘

子
』

の
影

響

で

芭

蕉

自

身

の

文

体

が
隠

れ

て
し

ま

ふ
と

い

っ
た
や

う

な

も

の

で
は

な

く
な

り

、
寓

言

的
表

現

方

法

論

の
栓
桔

を

み

ご
と

に
解

き
放

っ
て
h

彼

自
身

の
様

式

を
獲

得

し

て
ゐ

る
。

旅

に
出

る
前

の

「
歌
仙

の
讃

」

・

「
士
峯

の
讃

」

、

旅

申

に

お
け

る

二

枝
軒

L

か
ら

こ

こ
に
至

る

に

は

一
つ
の
大

き
な

飛

躍

が

あ

る

。
連
句

・
発
句

に

お

い

て
、

『
虚

栗

』

と

『
冬

の
日
』

と

の
間

に
画

さ

れ

る
や

う
な

、
大

き

な

、
画

期

的

な

飛

躍
的

展
開

で

あ

る

。

こ
れ

は

、
旅

に

お
け

る
全

体
験

と
創

作

行

為

と

、

こ
れ

に
よ

つ

て
、

よ
り

た
し

か

に
形
成

さ

れ

た
迫

遙

遊
-

狂

者

ー
の
生

き
方

が

、

芭
蕉

に

『
荘

子

』

の
思

想

を

従

来

よ

り

は

は

る
か

に
深

ま

っ
た
、

よ

り

高

い
次

元

に
お

い

て
把

握

、

同
化

せ

し

め

た

こ
と

に

よ

る
も

の
で

あ
ら

う

。
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t

『
野

晒

紀
行

』

を
書

い
た
貞

享

二
年

に

は
、

芭
蕉

は

、
六

月

二

日

「
水

車
百

韻

」

(
芭

蕉

翁
古

式
之

俳

譜

)

で
、

わ

け

て
さ
び

し
き

五

器

の
焼

米

清

風

ミ

の
虫

の
狂

詩

つ
く

れ
と

哺

な

ら

ん

芭

蕉

と

い

ふ
附

合

を

も

の

し

て

ゐ

る
。

こ

の
附

句

に
お
け

る

「
狂

」

の
意
味

と

、

そ

の
芭
蕉

の
内
面

に
お
け

る
持

続

・
展

開

に

つ
い

て

は
既

に

述

べ
た

が

、

お

そ
ら

く

『
野

晒
紀

行

』

の
創

作

・
推

敲

と
関
係

あ

つ
た
と
考

へ
ら

れ

る

そ

の

時

期

に

こ

の

句

が

成

つ
た

こ
と

は
意

味

深

い

。

こ

の

二
年

の
暮

に

は
、
彼

は

「
自

得

箴

」

と
題

す

る

一
文

を
作

つ
て
ゐ

る

。

も

ら

ふ
て

く
ら

ひ
、

こ
ふ

て
く

ら

ひ

、
飢

寒

わ

つ

か

に

の
が

れ

て

、

め

で

た

き
人

の
数

に

も

い
ら
ん

老

の
暮

芭

蕉

(

「
貞

享

丁

卯

詠
草

」
た

は

「
も

ら

ふ

て

く

ら

ひ

、

こ
ふ

て

く
ら

ひ

、

や

を

ら

か

つ
ゑ

も

し
な

ず

、

と

し

の
く

れ

け

れ

ば

」

、

「
陸
奥

衛

』

に

は

「乞

て
喰

、
貰

う

て
く
ら

ひ
、

さ

す

が

に
と

し

の
く

れ
け

れ
ば

」

と

あ

る
。

)
頴
原

博

士

は

、
,こ
の
句

文

と

、
同

じ
く
貞

享

頃

の
作

で

あ

る

圃

物

皆
自

得

花

に
あ

そ

ぶ
虻

な

く

ら

ひ

そ
友

雀

(
続

の
原

)

と

を
並

べ
て
、

当
時

芭

蕉

が
自

得

の
心

境

を

愛

し

て

ゐ
た

こ
と

、
さ

う

し

て

「物

皆

自

得

」

は
荘

子

の
深

旨

と

し

て
郭
注

に

し
ば

し

ば
説

り

　
ゆ

　

く

と

こ

ろ

に
由

る
も

の

で
あ

る
と
説

い

て

ゐ

ら

れ

る
。

「
自

得

」

の
心
境

を
愛

す

る
境

涯

を

の

べ
た

も

の

と
し

て

は
、
ま

た
、
貞

享

四

年

作

と
推

定

さ

れ

る

「
蓑
虫

説

践

」

が

あ

る

。

そ

の
申

に
、

其

無

能

不

才

を

感
ず

る
事

は
、

ふ

た

、
び
南

花

の
心

を
見

よ

と
な
り

。

…

・
静

に

み

れ
ば
物

皆

自

得

す

と

い

へ
り

。

(
芭

蕉

翁

遺
芳

所

収

真

蹟

)

芭
蕉

の
思
想

・
作
風
の
展
開
と

『
荘
子
』
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人

文

研

究

第
十
七
輯

と
あ

る
。
野

ざ

ら

し

の
旅

に

お
け

る

、
ひ

た

ぶ
る

に

「
狂

者
」

の
在

り

方

を
追
求

す

る
緊

迫

感

を
超

え

て
、

心
境

的
な
深

ま

り

と
安

ら

ぎ

が

、

た

し

か

に

こ
れ

ら

「
自

得

」

の
境

涯

の
句

文

に
は

う

か
が

へ
る
。

こ

の

こ
と

は
、
ま

た

、
貞

享
年

間

の
作

と
推

定

さ

れ

る

「
四

山

瓢

」

の
句

文

に

つ
い

て

も

い

ひ

う

る

。

顔

公

の
垣

穂

に
お

へ
る

か

た

み
も

あ
ら

ず

、

恵

子

が

つ
た
ふ
種

に

し
も

あ
ら

で
、
我

に

ひ

と

つ
の
ひ

さ

ご
あ
り

。
是

を

た
く

み

に

っ

け

て
花

入

る

㌧
う

つ
は

に

せ
む

と
す

れ

バ
、
大

に
し

て

の
り

に

あ

た

ら
ず

。
さ

～
え

に
作

り

て
さ

け

を

も

ら

ん

と
す

れ
ば

、

か

た
ち

み

る

所

な

し

。

あ

る

ひ

と

の

い

は

く
、
草

庵

の
い

み

じ
き
糧

入

べ
き

も

の
な
り

と

。
ま

こ
と

に
よ
も

ぎ

の
心

あ

る
か

な

。
や
が

て
も

ち

ひ

て
、

隠

士
素

翁

に

ご
ふ

て
、

こ
れ
が
名

を
得

さ

し
む

。

そ

の

こ
と
ば

は
右

に

し

る
す

。
其

句

み
な

や

ま

を
も

て
お

く

ら

る

～
が

ゆ

へ

に
、

四
山

と

よ

ぶ
。
申

に
飯

果

山

ハ
老

杜

が

す

め
る
地

に

し

て
、
李

白

が

た

は

ぶ
れ

の
句

あ
り

。
素

翁

り

は
く

に
か

は

り

て
、

我
貧

を

き

よ

く

せ

む

と

す

。

か

つ
む

な

し
き

と
き

は
、

ち

り

の
器

と
な

れ

。
得

る
時

ハ

一
壺

も
千

金

を

い
だ

き

て

、
黛

山
も

か

ろ

し

と
せ

む

こ

と

し

か

り
。

も

の
ひ
と

つ
瓢

ハ
か
ろ
き
我

よ
か
な

芭
蕉

桃
喜

儲

一
(
随

斎

譜

話

)

こ
の
文
中

の

「
恵
子

が

つ
た

ふ
種

云

々
」

、

お

よ

び

「
よ
も

ぎ

の
心

あ

る
か

な

」

は
、

「
迫

遙
遊

」

の
恵

子

の
大

瓠

の
説

話

に

よ

っ
て

ゐ

る

。

恵
子

謂

二
荘

子

一
日

。
魏

王

胎

二
我
大

瓠
之

種

一
。
我

樹

レ
之

成

。

而
実

二
五

石

一
。
以

盛

二
水

漿

一。

其

堅
不

ぽ
能

二
自

挙

一也

。

剖

ヒ
之

以

為

レ
瓢

。
則

瓠
落

無

レ
所

レ
容

。
非

レ
不

二
喝
然

大

一也

。
吾

為

二
其

無

τ
用

而

拮

レ
之

。
荘

子

日

。
夫

子

固
拙

二
於

用

τ
大

　

。

(
申

略

)
今

子

け
い

し

有

二
五

石
之

瓠

一。

何

不

・
慮
下
以
為

二
大

樽

一
。
而

浮

中
乎

江
湖

上
。
而

憂

二
其

瓠

落

無

㍗
所

レ
容

。

則
夫

子

猶

有

二
蓬
之

心

一也

夫

。

(
恵
子

、

い

い

ぎ

お
う

お

お

ひ
さ

　ご

く

う

み
む
す

い

荘

子

に
謂

い
て
曰

わ

く
、

「
魏

王

、
我

に
大

瓠

の
種

を
胎

れ

た
り

。

我

れ

、
之

を
樹

え

て
成

び

し

に

そ

の
大

い
さ
五

石

を
実

る
。

こ
れ

の
み

も

の

い

お

も

み

も
ち

あ

さ

ひ
さ

もぞヒ
び

し

や
く

あ
き

く
ひ
ら

た

い

す

べ

に
水
漿

を
盛

る
れ
ば
其

の
堅

き

こ
と
自
ず

か
ら
挙

ぐ
る
能

わ
ず

。
之

を
剖

い
て
以

て

瓠

と
為

せ
ば

瓠

落

く
し

て
容

る
る
所
な
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ば
か
で
つ
か

や
く
だ
た
ざ

そ
な
た

し
。

喝
然

く

し

て
大

き

か
ら

ぎ

る

に

は
非

ら

ぎ

れ

ど

も

、
吾

れ
其

の
無

用

る
が

た
め

に
之

を

著

り

ぬ

。
L

と
。
荘

子

日

わ

く

、

「
夫

子

ま

こ
ピ

に

い

つ
た
か

そ
な
に

コヂヒ

こ

く

ひ
さ

ご

も

だ

る

か
わ

み
ず

う
み

は
固

に
大

な

る
も

の
を

用

う

る

に
拙

し

。

…
:
今

子

に
五
石

の
瓠

あ

り

。
何

ゆ

え

に

こ
れ

以

て
大

樽

を
為

り

て
江

や

湖

に
浮

ぶ

こ
と

か
ん
が

あ
さ
く
ひ
ら
た

い

す
べ

う
れ

そ
な
た

な

ピ
ら
わ

を

慮

え

ず

し

て

、

其

の

瓠

落

く

し

て
容

る

る

所

な

き

を

憂

う

る

や

。

す

な

わ

ち

夫

子

に

は

猶

お

蓬

れ

た

る

心

の
有

る

よ
。

」

と
。

)

(
迫

遙

遊

)

ま

た
、

「
大

に

し

て

の
り

に

あ

た
ら

ず

」

「
か

た
ち

み

る
所

な

し
」

も

や

は

り

「
迫
遙

遊

」

の
大

樗

の
説

話

か

ら
来

て

ゐ

る
で

あ

ら

う

。

(
五

二
頁
参

照

)

。
か

く

し

て
、

も

の

ひ

と

つ
瓢

ハ
か

ろ

き

我

よ

か

な

,

に
集
約

さ

れ

た

一
句

の
意

味

は
、

「
無

能

不
才

」

を
抱

き

、
迫

遙

遊

の
境

地

に

「
自

得
」

の
安

ら

ぎ

を
感

じ

て

ゐ

る
心

を
十

分

に
示

す

も

の
で
あ

る

。

こ

こ
に
、
野

ざ

ら

し

の
旅

を
経

、
新

し

い
思

想

に

よ

る
新

し

い
作

風

を

展
開

し
得

た
芭

蕉

の
心
境

的

な
深
ま

り

と
、

そ

の
達

成

の
上

に
据

ゑ

だ
彼

の
精

神

の
静

か
な

る

い

と
な

み

を
見

る

の
で

あ

る

。
さ

う

し

て
、

こ

こ

に
見

た

一
連

の
作
品

に
よ

っ
て

、
芭

蕉

に
お

け

る

「
自
得

」

の
生

き

方

と
思

想

の
発

展

展
開

の
様

相

を
見

る

の

で

あ

る
。

こ

の

「
自
得

」

の
思

想

は

『
荘

子

」

郭
註

か
ら

得

ら

れ

た
も

の
で

あ

る

と
頴
原
博

士
が

説

か

れ

た

の

に
対

し

て
、
野

々
村

勝
英

氏

は
、

「
自

得

」

を

よ
し

と
す

る

思

想

は
、
た

し

か
郭
註

に

も

、

そ

の

い

た

る

と

こ
ろ

に
見
出

す

こ
と
が

で
き

る

。
だ

が

、
同

様

の
思

想

は
林

註

に
も

や

は

り
見
出

さ

れ
、

「
自

得

」

と

い
う
言

葉

だ

け

で
解

決

す

る

こ
と

は

で

き
な

い
。

ま

た
、
芭
蕉

が

「
自
得

」

と

い
う
思

想

を

荘

子

だ

け

か

ら
受

け
取

っ
た
か

ど

う

か
も

な

お
疑

問

の
余

地

が

あ

る
。

た

と

え
ば

、
貞

享

四
年

作

と
推

定

さ

れ
る

「
蓑

虫

説

駿

」

に
見

ら

れ
る

「
静

か

に
見

れ
ば
物

皆

自

得

す
」

と

い
う

一
句

は
、
程

明

道

の
秋

日
偶

成

の
詩

「
万
物

静

観

皆

自

得

」

(
明

道
交

集

)

に
よ

る

(
20

)

も

の
で
あ
り
、
芭
蕉
が

「
自
得
」

の
思
想
を
宋
学

か
ら
う
け

つ
い
で
い
る

こ
と
が
明
ら
か

に
指
摘

さ
れ
る
か
ら

で
あ
る

。
す

で
に
宋
学

自
体
が

そ

の
根
抵
に
お

い
て
老
荘

と
通
ず

る
も

の
を
持

っ
て
い
る

こ
と
は
周
知

の
と
お
り
で
あ
る
が
、
林
希
逸

の
思
想

に
は
宋
学

の
色

芭
蕉
の
思
想

・
作
風
の
展
開
と

『
荘
子
』
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人

文

研

究

第
十
七
輯

彩

が
色
濃

く
存

在
し
、

(
未
三
嘗
不

二
跣
蕩

一、
未
三
嘗
不

二
戯
劇

一
而
大
綱
領
大
宗
旨

未
下
嘗
与

二
聖
人

一異
也
」

(
薦
斎

口
義
序
)

と

い
う

よ
う
に
、
林
註

に
お

い
て
は
荘
子
も
儒
教

も
そ

の
根

本

に
お
い
て
は
異

る

ど
こ
ろ

は
な
か

っ
た
の
で
あ
り
、
宋
学

の
思
想

を
も

つ
て
荘

子

を
解
釈
し

て
い
る
例
が

し
ば
し
ば
見

ら
れ
る
の
で

あ
る
。
そ
う
し
た
点
か
ら

い
え
ば

、
芭
蕉

の

「
自
得
」

の
思
想

は
、
郭
註
で

は
な

く
、
宋
学

お
よ
び
宋
学

の
思
想

を
と
り
入

れ
た
林
註

に
よ
る
も

の
と
考

え
た
方
が

よ
り
妥

当
で

は
あ

る
ま

い
か
。

へ
　

ね

と

い

は

れ

る
。
申

世

に
禅

僧

に

よ

つ
て
我

が
国

に
も

た
ら

さ

れ

た
林

註

は
、

近
世

に
至

っ
て

は

郭

註

を
全

く
圧

倒

し
去

っ
た

と

い

つ
て
も

よ

い
位

で
あ

っ
た

の
で

あ

る

。
そ

の
点

に
着

目
さ

れ

た
野

々
村

氏

は
芭
蕉

も
林

註

に

よ

っ
て

『
荘

子

」

を
受

け

と

つ
て

ゐ

た
で

あ
ら

う

と

い

ふ
事

を
研

究

さ

れ
、

す

ぐ
れ

た
成

果

を

挙
げ

て

ゐ
ら

れ

る
。
芭

蕉

の
『
荘

子
』
享

受

は

た
し

か

に

主

と
し

て
林

註

を

通

し

て
な

さ

れ

た
で

あ
ら

う

し
、

「
自
得

」

の
思

想

と

て
そ

の
例

外

で

は
あ

り
得

な

か

つ
た
で

あ

ら

う

。

そ

の
点

で
、

「
自
得

」

の
思

想

に

お
け

る
林

希
逸

的

ー

宋
学

的

観
念

を
指

摘

さ

れ

た

の

は
た

し

か

に
従
来

の
見

方

を

一
歩

す

す

め
ら

れ

た
も

の
で

あ

る

。

し
か

し
、
私

に

は
、
芭

蕉

が
林

註

だ

け

し

か
読

ま

ず

、

郭
註

は
全

然
読

ま

な

か

っ
た
か

と

い

ふ

と

、
ど

う

も

さ

う

で

は
な

い
ら

し

く
思

は

れ
る

。
林

註

に
圧

倒

し
去

ら

れ

た
状

態

に
あ

っ
た

と

は

い

へ
、

郭

註
本

も

当

時
存

在

し

た

の

で
あ

り

、
ま

た

一
般

に
も
読

ま

れ
な

い
わ

け

で
も

な

か

っ
た

。

宋

学

の
観

照

性

の

影

響

下

に

あ

っ
て
書

か

れ

た
林

註

は
、

や

は
り
宋

学

的

性

格

を
多

分

に
持

っ
て

ゐ

る

。

そ

の
林
註

を
読

み
な

が

ら
も

、

林

註

の
観

照

性

に

一
切

従

つ
て
見

る

の
で
な

く

、
原

典

の
味

読

か

ら
芭
蕉

は

『
荘

子

』

に
面
授

面

受

し
得

よ
う

と
す

る

と

こ
ろ
が

あ

っ
た

で

あ

ら

う

し

、

(
こ

の

こ
と

は
林

家

朱

子

学

に
対

し

て
原

典

研
究

に
即

し

た
新
学

説

が

い

ろ

い
ろ
起

り

つ

つ
あ

つ
た
当
時

の
思
潮

か

ら
も

い

へ
よ

う

。
)

ま

た
、

郭
註

に

よ

つ
て
林

註

か

ら

く

る
不
審

を
明

ら

か

に
し

よ
う

と

す

る

こ
と
も

あ

っ
た

で

あ
ら

う

と
考

へ
ら

れ

る
。

(
林

註

本

に
も
大

抵

郭

註

が
附

載

さ

れ

て

ゐ

た
。

)

「
迫

遙

遊

」
篇

の
巻

頭

に
、

郭
之

玄

は
、

一
篇

の
意

に

つ
き

、

夫

小

大

錐

レ
殊

。
而

放

二
於

自
得

之

場

一
。
則

物

任

二
其

性

一
。
事

称

二
其

能

一
。
各

当

二
其

分

一
。

迫
遙

一
也

。

と
註

し

て

ゐ
る

。

「
物

皆
自

得
」

と
題

し

た
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花

に
あ
そ

ぶ
虻
な

く
ら

ひ
そ
友
雀

は
ま

さ
に
右

の
郭
註

に
説

く

「
自
得
」

の
意
味
を

一
句

の
上

に
表
現

し
た
も

の
で
あ

る
。

よ
く
見

れ
ば
藩
花

さ
く
垣
ね

か
な

貞

享
四
年
作

(
栞
草

)

め
で
た
き
人

の
数

に
も

い
ら
ん
老

の
暮

同

二
年
作

(
自
得
箴

)

も

の

一
つ
我
が
よ

は
か
ろ
き
ひ
さ

ご
哉

同

年
聞
作

(
四
山
瓢
)

も

、
林
註
よ
り
も
む

し
ろ
郭
註

に
近

い
見
方

、
考

え
方

に
立

つ
て
ゐ
る
で
あ
ら
う
。

「
蓑
虫
説

駿
」

の

「静

に
み

れ
ば
物
皆
自
得
す
」

に

対

し
て
、

「
明
道
文
集
』

の

「
萬
物
静
観
皆
自
得
」

と
い
ふ
や
う
な
そ

の
ま

ま
出
典

と
し

て
示
す

に
好
都
合
な
語
句

は
、
郭
註

の
中

に
は

な

い
が

、
そ

こ
に
は

「物
各
自
得
」

「
物
皆

…
…
」

と
い
ふ
考

へ
方
、
説

き
方
が
数

へ
き

れ
な

い
ほ
ど
多

く
出

て
ゐ
る
の
で
、

『
明
道
文

集

」
の
詩
句

の
記
憶

を
支

へ
て
ゐ
る
も

の
は
、
案
外
郭
註
な
ど

に
あ

っ
た
か
も
知

れ
な

い
の
で
あ

る
。

原
申

や
物

に
も

つ
か
ず
鳴
雲
雀

貞
享
四
年
作

(
続
虚
栗
)

も
自
得
迫
遙
遊

の
心

の
反
映

と
解
釈

で
き

る
が
、
そ
れ
故

、

こ
の
場
合

の

「
自
得
」

は
、
む

し
ろ
林

註

に
よ

っ
て
解
す

べ
き
で
あ
ら

う
。

と
ま

れ
、
両
註

の
思
想

の
影
響

に

つ
い
て
画
然

一
線
を
引

く

こ
と
は
で
き

な

い
こ
と
で
あ

る
。
ほ
か

の
諸
註

も
見

な
が
ら
、
芭
蕉

は
そ
の

丈
学
精
神
を
も

っ
て

『
荘

子
』
原
典

に
立
ち
む

か
っ
て

い
っ
た
と
い

っ
た
ら
、
言

ひ
す

ぎ

で
あ
ら
う
か
。
さ
う
し
て
、

「自
得

…
の
思
想

を
野
ざ
ら

し

の
旅
以
後

の
そ

の
生

活
に
お
い
て
深

め

て
い
っ
た
の
で

あ
ら

う
。

起

よ
く

我
友

に
せ
ん

ぬ
る
胡
蝶

貞
享
三
年

作

(
己

が
光

)

も
、

「
斎
物
論
」

の
思
想

を
背
景

に
持

つ
と
同
時

に
、
や

は
り

そ
れ
は
右

に
見

て
き
た

「
自
得
」

の
心
境

の
色
調
が
滲
透
し

て
ゐ
る
こ
と

を
見

る

の
で
あ

る
。

貞
享
年
間

に
成

っ
た
芭
蕉

の
俳
文

で
、

こ
の
他

に
『
荘
子
』
と
か
か
は
り

の
あ
る
も
の
は
、
去
来

の

「
伊
勢
紀
行
」

に
対

し
て
書

き
与

へ

芭
蕉
の
思
想

・
作
風
の
展
開
と

『
荘
子
』
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人

文

研

究

第
十
七
輯

・

た
駿
文
が
あ
る
。
(
貞
享
三
年
あ

る
ひ
は
四
年

の
作

と
推
定

さ

れ
る
。
)
芭
蕉

は

こ
の
紀
行

の
す

ぐ

れ
て
ゐ
る

こ
と
を
称
揚
し
、
「
一
た
び
吟

　
マ

マ
　

　
マ
こ

じ

て
感

を
起

し
、

ふ

た

び
請

し

て
感

を
忘

る
。

三

た

び

よ

み
て
其
無

事

な

る

こ
と
を
覚

ふ

。
此

人

や

こ

の
道

に
至

れ
り

尽

せ
り

。
」

と
結

ん

で

ゐ
る
。

「
此

人

や

」

と

い

っ
て
、

ひ

と

の
偉
大

さ

を

そ

の
下

に
述

べ
る

い
ひ
方

は
、

『
荘

子

』

が

號

姑

射

の
山

の
神
人

に

つ

い
て
用

へ

も

も

へ

ひ

た

(
四
〇

頁

参

照

)
。

も

ち

ろ

ん

、
「
之

人
也

」

と

「
此
人

や

」

の
違

ひ

は

あ

る
が

、
読

ん

だ
場
合

の
口
調

、

お
よ

び

「
こ

の
ひ

と
や

」

と

い
ふ
時

の
心
的

状

態

は
全

然

同

じ

で

あ

る

。
芭
蕉

は

、

こ

の
下

に

「
至

れ
り

尽
せ

り
」

と

い
う

こ
と

を
ち

や
ん

と
意

識

に
持

っ
て

か

う

い

つ
た

の
で

あ

る
。

そ

の

「
至

れ
り

尽

せ
り
」

は

、

「斎

物

論

」

の

い
に
し
え

.
古

之

人

。
其

知
有

・
所

・
至

　

。
悪
乎

至

。
有

下
以
為

レ
未

二
始

有

τ
物

者

上
。

至

　

。
尽

　

。
不

レ
可

二
以
加

一
　

。

(
古

の
人

は
、

其

き
わ

い
ず
く

き
わ

く
わ

の
知

の
至

ま

れ

る
所
有

り

。
悪

に

か
至

ま

れ
る

。
以

て
未

だ
始

め

よ
り
物

有

ら
ず

と
為

す
者

有

り

。
至

れ
り

。
尽

せ
り

。
以

て
加

う

べ

か

ら

ず

。

)

(斎

物
論

)

「不

レ可

二
以

加

一　

」

で
あ

る
か

ら

、

東

西

あ

は

れ
さ

ひ

と

つ
秋

の
風

と

い

ふ
句

を
も

ち
来

っ
て
評

と

し

て

ゐ
る

の
で

あ

る
。

最
大

級

の
讃

辞

で

あ

る
が

、

「
歌
仙

の
讃

」

な

ぞ

と
違

っ
て

、
う

っ
か

り
読

む

と
背

後

に

『
荘

子
』

の
あ

る

こ
と
見
落

す

位
芭

蕉

の
表

現

の
申

に

こ
な

れ
切

っ
て
入

っ
て

ゐ

る
。

(
頴
原

博

士

『
芭
蕉

文

集
』

に

も

こ

の
箇

所

に

つ
い
て

は

『
荘

子

』

の

こ
と
を
註

し
て

い
な

い
。

)

「
溢
美

の
言

」

で

は

あ
ら

う

が

、

し

み
じ

み

と

し

た
共

感

を

も

っ
て
評

し
た
駿

文

の
結

び

と

し
て

、

「
此

人

や

こ

の
道

に
至

れ
り

尽

せ
り

。
」
と

い

ふ

の
は

駿
全

体

を

ひ

き

し
め

る
も

の

で

あ
り

こ
そ

す

れ
、

文

中

に
述

べ

た
思

想

に
対

し

て
破

綻

を
来

た
す

も

の
で

は

な

い
。

駿
文

の
思

想

と
調

和

し

て
内

面
的

必
然

を
も

つ
て

こ

れ
を
完

結

す

る
も

の
で

あ

る

。

い
は
ば

、
内

容

(
思

想

)

に

お

い
て

も
表

現

に

お

い
て

も

『
荘

子
』

が
芭
蕉

の
う

ち

に
融
合

同

化

し

た
状

態

を

こ

こ
に

示

し
て

ゐ
る

も

の

と

い

へ
よ
う

。
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1

以
上
、

『
野
晒
紀
行
』
執
筆

以
後

の
貞
享
年
間

に
お
け
る
芭
蕉

の
作
品
を
通

し
て
、
彼

と

『
荘
子
』

と
の
か
か
は
り
を
見

て
来

た
の
で

あ
る
が
、
思
想
内
容

の
系
列

を
主
と

し
て
資
料

を
取
上
げ

て
き
た
か
ら
、
作
品

の
年
代
順
が
は

っ
き
り

し
な
く
な

っ
た
。
そ
れ
で
、

一
応

年
代
順

に
こ

の
間

の
作
品
を
整
理

し
て

み
る
と
、
大
体

つ
ぎ
の
や
う

に
な
る
。

「
自
得

」

で
き

る

で
あ

ら

う
。

作

品

の
ほ

か

に
、

こ
の
間

に

お
け

る
芭

蕉

の

『
荘

子

』

(
延

宝

八
年

)

に

「
栩

々
斎

主
桃

青

」

、

『
虚
栗

』

嚴

に

後

、
俳

文

に

お
け

る
署

名

で
、

歌
仙

の
讃

-

江

上

芭

蕉

散

人

芭
蕉
の
思
想

・
作
風
の
展
開
と

『
荘
子
』

(
附
句

)

(
俳

文

)

(
発
句

)

(
発
句

)

(
発
句

)

(
発
句

)

(
俳

交

)

(
俳

文

)

(
俳

文

)

こ

こ

に

、

ミ
の
虫

の
狂
詩

つ
く
れ
と
帰
な
ら
ん

自
得
箴

、

(
発
句

)
め
で
た
き
人

の
数

に
も

い
ら
ん
老

の
暮

起

よ
ノ
＼

我
友

に
せ
ん
ぬ
る
胡
蝶

よ
く
見

れ
ば
齊
花

咲
く
垣

ね
か
な

物
皆
自
得

花

に
あ
そ

ぶ
虻
な
く
ら
ひ
そ
友
雀

原
中
や
も

の
に
も

つ
か
ず
鳴
雲
雀

伊
勢
紀
行
嚴

蓑
虫
説

駿

四
山
瓢
、

(
発
句

)
も

の

一
つ
我
が
よ

は
か
ろ
き
ひ
さ

ご
哉

の
思
想
が
根
祇
的
な
契
機

と
な

っ
て
、

貞
享
二
年

同 同 同 同 同

四 西 三 三 二
年 年 年 年 年

同

三
年
ま

た
は
四
年

同

四
年

貞
享
年

間

芭
蕉

の
精
神

を
静

か
に
深

め
、
展
開

せ
し
め
て

い
っ
た
あ

と
を
見

る

こ
と
が

一

 

に
対
す

る
か
か
は
り

を
示
す
も

の
と
し
て
署
名
が

あ
る
。

『
田

舎

之

句

合
』

「
芭
蕉
洞
桃
青
」

と
署
名

し
た

こ
と
に

っ
い
て
は
す

で

に
論

考

し

た

が
、
以

天
和
年
中
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人

文

研

究

第
十
七
輯

竹

の
奥

ー
蕉

散

人

桃

青

貞

享

元
年

一
枝

軒
i

蕉

散

人

桃

青

貞

享

二
年

野

晒
紀

行
絵

巻

嚴
-

芭

蕉

散
翁

貞

享

二
年

力

保

美

の
里
ー

武

陵

芭

蕉

散
人

桃

青

貞

享

四
年

と

い
ふ

ふ
う

に

「
散

人

」

ま

た
は

「
散

翁
」

と
書

し

て

ゐ

る

の
が
目

に

つ
く
。

(
な

ほ
、

書
簡

に
お

い
て

は
、

「
武

城

江
東

散

人
芭

蕉

桃

青

」

と
署
名

し

た
例

が

一
回

だ
け

あ

る

。

こ

の
書

簡

は
知

足
'に
宛

て

の
も

の
で

あ

る
が

、
貞

享

四
年

春

に
書

か

れ
た

も

の

で
あ

ら

う

と
推

定

さ

れ
て

ゐ
る

。

)
さ

う

し

て
、

こ
れ
以
後

、
生

涯

に
わ

た

つ
て

こ

の
や
う

な
署

名

は

し

て

ゐ

な

い
の

で
あ

る
。

さ

う
す

る

と

、

こ

の
時

期

に
芭
蕉

が

と
く

に
深

く

『
荘

子
』

の

「無

用

の
用
」

と
思

想

に

ひ

か

れ
て

ゐ

た

こ

と
が

推

察

さ

れ

る
。
草

庵

の
芭

蕉

の
葉

蔭

に
無

為

の

日

々

を
す

ご
す

ご
と
を

よ

ろ

こ
ん

だ
彼

が

、
山

中

不

材

の
類

木

、

μ
散

木

を

愛

し
、

こ

の
散

木

と
関

連

し
て

『
荘

子
』

申

に
出

て
く

る

「

散

人

」

の
語

を
愛

し
、

自

己

の
俳
号

の
上

に
冠

し
て
用

ひ

た

こ
と

は
、

そ

れ
だ

け

の
意
味

が

な

け

れ
ば

な
ら

な

い
か

ら

で
あ

る

。
そ

の
心

境

が

文
章

に
表

は
れ

れ

ば

、

「其

無

能

不
才

を

感
ず

る

こ
と

は
、

ふ
た

㌧
び
南
花

の
心

を
見

よ

と
な
り

。
」

と

な

っ
た

の

で
あ

り
、

日

々

の
生

き
方

に
も

そ

の
心
的
状

態

の
反

映

が

お
そ

ら

く

は
見

ら

れ

た

こ

と

で
あ
ら

う

。

こ
の
や

う

な
深

い
内
的

な

『
荘

子
』

と

の

か

＼
は
り

は
又

天

和
頃

か

ら

引
続

き
、

野

ぎ

ら

し

の
旅

の
前

後

に
わ

た

っ
て
芭

蕉

が

『
荘

子

』

を
く
り

か

へ
し
愛
読

し
続

け
て

ゐ

た

こ
と

を
示

す
も

の

で
あ

ら

う

。

こ

こ
に
芭

蕉

と

『
荘

子
』

と

の
内

面

的

な
深

い
か

か

は
り

が

形
成

さ

れ

て

い

つ
た

の

で
あ

る
。

六

以

上

に
述

べ
て

来

た

こ
と

を

と
り

ま

と

め

る

と
、

つ
ぎ

の
や

う

に

な

る
。

一
、
延

宝
末
年

に
芭

蕉

は

「無

何
有

之

郷

」

を
求

め

て
深

川

の
草

庵

に
入

り

、

こ
こ
で
迫
遙
遊

の
境
地

を
生
活

と
作
品

と
に
お

い
て
実
現
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O

し
よ
う
と
し
た
。
そ

こ
に
作
ら

れ
た

『
俳
譜
次
韻
』

と

『
荘

子
』

と

の
か

か
は
り

は
多
分

に
観
念
的
機
械
的

で
、

寓

言

的

な
表

現

お

よ
び
そ

の
内
容

に
は
な
ほ
談
林

的
残
津
が
見
ら
れ

る
。

『
虚
栗
』

に
至

っ
て
、
境
涯

の
句
と
も

い
ふ

べ
き
作
品
が
見
ら
れ
る
や
う

に
な

っ
た
。

二
、
芭
蕉
庵

に
お
け

る
創
作
活
動

と
生
活

と
が

『
虚
栗
』
的

な
る
も

の
に
停
滞

し
、
本
来
無
拘
束
無
碍

の
迫
遙
遊

の
場
、
無
何

有
之
郷

た

る

べ
き
芭
蕉
庵
が
そ

の
意
味
を
失
ひ
か
け

て
来
た
。
そ

こ
で
芭
蕉

は
さ
ら
に
真

の
無
何
有
之
郷

を
求

め
て
野
ざ

ら
し
の
旅

に
出

た
が
、

そ

こ
に
至

る
ま
で

の
期
間

に
芭
蕉
庵

に
お
い
て
作

ら
れ
た
俳
文

「
歌
仙

の
讃
」
・
「
士
峯

の
讃
」
を

み
る
と
、

『
荘
子
』

の
全
面
的
影
響

下

に
あ
り

、
表
現

・
内
容

と
も

に

『
虚
栗
』

の
毎

の
次

元

に
ま
で
至

つ
て
ゐ
な

い
。

『
虚
栗
』

の
句

よ
り
も
後

か
ら
作

ら
れ
た
か
も
し

れ
な

い
こ
の
二
俳

文
が

こ
の
や
う
な
と

こ
ろ
に
と
ど
ま

っ
て
ゐ
る

の
は
、
散
文

の
表
現
が
、
発
句

と
違

つ
た
性
格

を
持
ち
、

従

つ
て
困

…難
な
問
題
を
含
ん

で
ゐ
る

か
ら

で
あ
ら
う
。

三
、
野
ざ

ら
し

の
旅

に
無
何
有
之
郷

を
求

め

て
出
立

っ
た
芭
蕉

は
、
迫
遙
遊

の
生
き
方

の
追
求

と
し

て

「
狂
者
」

の
境
地

に
ひ
た

ぶ
る
に

迫

ら
う
と
し
た
。
そ
れ
が
作
品

に
も
反
映

し

て
、
旅
申

の
作
品

に
は
、
発
句

に
も
、
附
句

に
も

「
狂
者
」
的

な
色
調
を
持

っ
た
も

の
が

ラ
イ
ト

モ

テ
イ

け

フ

多

い
。

こ
の
心
境

を
主
導
楽
曲

と
し
た

『
冬

の
日
』
五

歌
仙
や
熱

田
で

の
歌
仙
作
品
な
ど
は
、
画
期
的
な
新
風
、

い
は
ゆ
る
蕉
風
と

い

ふ
も

の
を
開
拓
し
、
俳
壇

に
深
大

な
、
決
定
的

な
影
響

を
与

へ
た
。

こ
の

「
狂

」

の
思
想

は
又

の
ち

の
附
句

(
ミ
の
虫

の
狂
詩

つ
く
れ

と
)
、
俳

文

「
蓑
虫
説
嚴
」

に
ま

で
展
開

の
脈
絡

を
も

っ
て
ゆ
く
も

の
で
あ

る
。

一
方
、

こ
の
旅
申

に
作

ら
れ
た
と
推
定
さ
れ
る
俳
文

二

枝
軒
」

は
、
な
ほ

「
歌
仙

の
讃
」
に
見
ら
れ

た

『
荘
子
』
同
化

上

の
困
難
な
問
題
点
を
十

分

に
は
解
決

し
得
な

い
で
ゐ
る
も

の
で

あ
る
。
散
文

の
上

で
こ
の
問
題

を
解
決
す

る

の
に
は
、
な

ほ
ま
だ
旅

に
お
け

る
諸
体
験

、
創
作
行
為
が
必
要

で
あ

っ
た
。

四
、

『
野
晒
紀
行
』

創
作

の
過
程

に
お
い
て
、
芭
蕉

は
散

文
に
お
け

る
思
想

・
作
風

の
飛
躍
的
な
展
開

を
な
し
得

た
。
そ

れ
は
、
野
ざ

ら

し
の
旅

に
お
け

る
諸
体
験

、
創
作
行
為

を
通

し
て
追
求

し
た
風
狂

の
文
学
精
神
が
散
文

に
お
い
て
み
ご
と
な
昇
華
を
な
し
と
げ

た
の
で

芭
蕉
の
思
想

・
作
風
の
展
開
と

『
荘
子
』
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●

人

文

研

究

第
†
七
輯

あ
り
、
こ

こ
に
芭
蕉

は

『
荘
子
』

の
思

想
を
従
来

よ
り

は
る
か
に
深
ま

つ
た
高

い
次
元

に
お

い
て
同
化
摂
取

し
得

た
。

五
、

『
野
晒
紀
行
』
執
筆

以
後

の
芭
蕉

は
、
旅

お
よ
び
紀
行

の
達
成

の
上

に
立

つ
て
、

『
荘
子
』

の
自
得

の
思
想

を

(
そ
れ
は
原

典
そ

の

も

の
に
よ
る
か
、

い
か
な
る
註

に
よ
る
か
、
又
そ
れ
ら
が

お
の
お
の
占
め
る
意
味

や
比
重
は

い
か
な
る
も
の
か
に

つ
い
て
問
題

は
あ
る

が
、
)
契
機
と
し

て
、

『
荘
子
』

と
よ
り
深

い
精
神
的

な
交
流
を
確
立

し
て
い
っ
た
。

そ
れ
は

こ
の
間

に
成

っ
た
俳

文
や
発
句

・
連
句

に
よ

っ
て
う
か
が
ひ
知

る

こ
と
が

で
き

る
。
な
ほ
、
延
宝
末
・
天
和
か
ら
貞

享
年
申

に
お
け

る
芭
蕉

の
署
名

の
方
法

と
し
て
、
「
散
人

」

の

語

を

用

ひ

て

ゐ

る

こ
と

に
よ

っ
て
、

こ
の
期
間

に

お
け

る

『
荘

子
』

と

の

か

か
は
り

方

1

「
無

用

の
用

」

を
尊

し

と

す

る
ー

の

一
面

を
見

る
こ
と
が
で
き

る
。
以
上
に
よ

つ
て

こ
の
時
期

に
お

い
て

『
荘
子
』

の
く
り

か

へ
し
愛
読

さ
れ
た
さ
ま
が

う
か
が
は
れ
る
。

六
、
か
う
し

て
、

『
荘
子
』

と
芭
蕉

と
の
か
か
は
り

は
、
年

と
と
も
に
、
深
化
を
加

へ
て
い
っ
た
が
、
野
ざ
ら
し

の
旅

に
お
い
て

つ
き

あ

た

っ
た

「天
」

の
思
想
は
、
芭
蕉

に
お
い
て

『
野
ぎ
ら
し
紀
行
』
創
作
を
通

じ
て
よ
り
さ
だ
か
な
も
の
と
さ

れ
、

こ
れ
が
次
第

に
内
面

に
お

い
て
熟

し

て
い
つ
た
も

の
と
見

ら
れ

る
。
さ
う
し
て
、
さ

ら
に
次

の

『
笈

の
小
文
』

の
旅

に
お
い
て
、
そ
れ
は

「
造
化
随
順
」
、

「
道
通
為

レ
一
」

の
思
想

に
ま

で
展
開

す
る

こ
と
に
な
る

の
で
あ
る
。
野
ざ

ら
し
の
旅
は
、

延
宝
末

か
ら
天
和
年
申

の
芭
蕉
庵
生
活

に

お
け
る
達
成
を
承
け
、
そ
の
後

に
な
さ
れ
た
紀
行
創
作

と
相
侯

っ
て
芭
蕉

の
思
想

・
作
風

を
、
『
荘
子
』
と

の
か
か

ば
り

の
深
化
を
通

し

て
、
画
期
的

に
展
開
さ

せ
た
。
さ
ら
に
旅

の
後

の
貞
享
年
間

を
通

じ
て

の
芭
蕉
庵

生
活

は
、
旅

と
紀
行
創
作

で
得

た
も

の
を
静

か
に
充

実
深
化
さ
せ
て

い
っ
た
。

こ
の
プ

ロ
セ
ス
か

ら

『
笈

の
小
文
』

の
旅

に
ふ
た
た
び
出
立

っ
必
然
性

が
熟
成
さ
れ

た
。
静

か
に
無
為

に
す

ご
し
た
か
に
見

え
る
こ
の
芭
蕉
庵

で
の
生
活

に
、
ま

た
後

に
来
る
画
期
的
な
飛
躍
の
基
盤

が

『
荘
子
』

と

の
内
面
的
交
流

に
お

い
て
作

り

い
と
な
ま
れ
て
ゐ
た

の
で
あ
る
。

【
附
記
】

『
野
晒
紀
行
』

と
そ

の
前
後

に
お
け

る
芭
蕉

と

『
荘
子
』

と

の
か
か
は
り
を
究
明

す
る

の
に
は
、
門
弟
や
知
友

、
さ

ら
に
当
時

一
般

の
俳
譜
人

の

『
荘
子
』

と

の
関
係
を
論

じ
な
け
れ
ば

な
ら
な

い
が
、
紙
幅

の
制
限

の
た
め

に
割
愛

せ
ざ

る
を
得

な
か

っ
た
。

こ
れ

婚
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は

い
つ

れ
別

の
機

会

に
発
表

し
た
い
と
思

ふ
。
な
ほ
野

々
村
勝
英
氏
に
は
、
資
料

を
貸

し

て
頂

き
、
又

そ

の
御
研
究

か
ら
示
唆

を
受
け

る

こ
と

が
多

か

つ
た
。

こ

こ
に
深

謝

し

た

い
。

【
注

】

(
1
)

(
2

)

(
3

)

(
4
)

(
5
)

(
6

)

(
7

)

(
8
)

(
9
)

頴
原

退
蔵
博
士
著

『
江
戸
文
芸
研
究

』
所
収

「芭
蕉
と
老
荘
」
。

同

上
。

広
田

「
芭
蕉

の
思
想

・
作
風
の
展
開
と
荘
子
-1

延
宝

・
天
和
時
代
-l

」

(
小
樽
商
大

「
人
文
研
究
」
第
十
三
輯

)

赤
羽
学
氏

「
野
晒
紀
行
と
江
湖
風
月
集
」

(
「
連
歌
俳
譜
研
究
」
第
九
号
)

野
々
村
勝
英
氏

「
芭
蕉
と
荘
子
と
宋
学
」

(
「
連
歌
…俳
譜
研
究
」
第
十
五
号

)

野

々
村
氏
、
同
論
文
。

広
田
、

「
芭
蕉
の
思
想

・
作
風
の
展
開
と
荘
子
ー
延
宝

・
天
和
時
代
-
」

(小
樽
商
大

「
人
文
研
究
」
第

十
三
輯
)

穎
原
博
士
校
註
、
山
崎
喜
好
氏
増
補

『芭
蕉
文
集
』

(
日
本
古
典
全
書
)

『
荘
子
』
は
、
原
文
引
用
の
ま
ま
で
は
読
み
に
く
く
、
解
し
難
い
と
こ
ろ
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
と
思
わ
れ
る
の
で
、
内
篇
の
文

に
つ
い
て
は
、

す

べ
て
福
永
光
司
氏

『
荘
子
』
(朝
日
新
聞
社

「
中
国
古
典
選
」
)
の
和
訳
書
き
下
し
文
を
添
え
る
こ
と
に
し
た
。
同
書
は
原
典
の
解
釈

・
読
み
の

す
べ

て
に
最
新

の
業
績
を
と
り
入
れ
て
書

か
れ
て
あ
り
、
そ
の
和
訳
書
き
下
し
文
は
、
極
め
て
わ
か
り
よ
く
、
親
し
み
や
す
い
よ
う

に
工
夫
し
て
あ
る
か
ら

で
あ
る
。
本
来
、
芭
蕉
と
の
関
連

に
お
い
て
と
り
あ

つ
か
は
れ
る

『
荘
子
』
は
、
で
き

る
か
ぎ
り
芭
蕉
当
時

の
解
釈
訓
読
に
よ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
と
思

た

へ

は
れ
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
、
幾
種
類
か
が
あ
り
、
ま
た
時
代
と
漢
文
訓
読
の
く
せ
が
あ
つ
て
、

読
み
馴
れ
な
い
者

に
は
、
そ
の
訓
点
に
従

つ
て
書
き

下
し
文
に
し
て
も
、
読
み
に
く
く
解
し
に
く
い
欠
点
が
あ
る
。
時

に
は
訓
点
を

つ
け
た
り
書
き
下
し

に
し
た
り
し
た
た
め
、
却

つ
て
文
意
を
解
し
に
く

く
な
る
場
合
も
あ
る
。
そ
れ

で
、
前
の
論
考
の
時

に

『
国
訳
漢
文
大
成
』
の
訓
読
を
添

へ
た
方
法

(
「
芭
蕉

の
思
想

・
作
風
の
展
開
と
荘
子
ー
延
宝

・

天
和
時
代
1
」
小
樽
商
大

「
人
文
研
究
」
第
十
三
輯
)
を
変

へ
て
、
福
永
氏
の
書
き
下
し
文
を
利
用
さ
せ
て
頂
く
こ
と
に
し
た
の
で
あ
る
。
な
ほ
、
外

篇
の
文

に
つ
い
て
は
、
私
に
書
き
下
し
文
を
附
し
て
み
た
。

(10
)

芳
賀
幸
四
郎
氏

『
中
世
禅
林
の
学
問
お
よ
び
文
学
に
関
す
る
研
究
』
。

(11
)

加
藤
鍬
邨
氏

『
芭
蕉
講
座

』
発
句
篇
。
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人

文

研

究

第
十
七
輯

赤
羽
学
氏
、
前
掲
諭
文
参
照
。

野

々
村
勝
英
氏

「
芭
蕉
と
荘
子
と
宋
学
」

(
「
連
歌
俳
譜
研
究
」
第
十
五
号
)

芭
蕉
文
集
。

野
々
村
氏
前
掲
論
交
。

阿
部
正
美
氏

「
野
ざ
ら
し
紀
行
覚
え
書
]

(
「
国
語
と
国
文
学
」
昭
和
三
十
三
年
十

一
月
号
)

赤
羽
学
氏

「
野
晒
紀
行
と
江
湖
風
月
集
」

(連
歌
俳
譜
研
究
L
第
九
号

)

尾
形
枕
氏
、

「
新
出
芭
蕉
書
簡
に
つ
い
て
」

(
「
国
文
学
、
言
語
と
交
芸
」
創
刊
号
)

頴
原
博
士

『
江
戸
文
芸
研
究

』

「
芭
蕉
と
老
荘
」
。

頴
原
博
士

『
芭
蕉
文
集
』
に
も
、

「
静
か
に
見
れ
ば
物
皆
自
得
す
」
に

「
程
明
道
の
明
道
文
集
、
秋

日
偶

成

の

詩

句
に

「萬
物
静
観
ス
鳥

皆
自
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得

ス
」

と
あ

る
L
と
注

し
て
あ

る
。

(21
)

野

々
村

勝
英
氏
、

「
芭

蕉

と
荘
子

と
宋
学
」

㍉

し




